
か
つ
ら
り
き
ゅ
う
と
し
ゅ
が
く
い
ん
り
き
ゅ
う

桂
離
宮
と
修
学
院
離
宮

11知
る

■
京
都
の
離
宮

離
宮
と
は
、
皇
居
以
外
に
設
け
ら
れ
た
宮
殿
の
こ
と
で
、
東
京
で
は

赤
坂
離
宮
や
芝
離
宮
が
迎
賓
館
や
旧
芝
離
宮
恩
賜
公
園
に
姿
を
変
え
て

。

、

今
に
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す

京
都
に
現
在
残
っ
て
い
る
離
宮
は

西
京
区
に
あ
る
桂
離
宮
と
左
京
区
に
あ
る
修
学
院
離
宮
の
二
つ
で
す
。

京
都
の
離
宮
は
江
戸
時
代
に
は
「
山
荘
」
や
「
別
業

「
茶
屋
」
な

」

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
以
後
、
岩
倉
具
視(

一
八
二

い
わ
く
ら
と
も
み

五
～
八
三)

が
発
案
し
た
京
都
保
存
政
策
の
一
環
と
し
て
、
建
物
が
宮

内
省
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
離
宮
と
い
う
名
称
が
正
式
に
使
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
二
条
城
も
明
治
十
六(

一
八
八
三)

「

」

、

。

年
頃
に
は

二
条
離
宮

と
称
し

保
存
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た

桂
離
宮
は
後
陽
成
天
皇
の
異
母
弟
で
あ
る
八
条
宮
智
仁
親
王(

一
五

ご
よ
う
ぜ
い

と
し
ひ
と

七
九
～
一
六
二
九)

と
そ
の
息
子
の
智
忠
親
王(

一
六
一
九
～
六
二)

に

と
し
た
だ

よ
っ
て
、
修
学
院
離
宮
は
後
水
尾
上
皇(

一
五
九
六
～
一
六
八
〇)
に
よ

ご
み
ず
の
お

っ
て
造
営
さ
れ
ま
し
た
。

王
朝
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ

■桂
離
宮
・
修
学
院
離
宮
の
造
営
が
は
じ
め
ら
れ
た
慶
長
か
ら
寛
永
の

時
期(

十
六
世
紀
末
～
十
七
世
紀
前
半)

、
京
都
で
は
、
公
家
や
上
層
町

衆
を
中
心
に
、
絢
爛
豪
華
な
桃
山
美
術
と
は
趣
を
異
に
す
る
、
平
安
時

代
の
貴
族
が
好
ん
だ
王
朝
文
化
に
関
心
が
高
ま
り
ま
し
た
。

池
に
浮
か
べ
た
船
上
で
和
歌
を
詠
み
、
管
弦
を
か
な
で
、
酒
宴
を
設

け
る
と
い
っ
た

『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
描
か
れ
る
王
朝
文
化
的
な
生

、

活
に
と
っ
て
、
郊
外
の
山
や
川
に
臨
ん
だ
場
所
に
造
営
さ
れ
た
両
離
宮

は
、
ま
さ
に
理
想
的
な
場
所
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
の
離
宮
も

王
朝
文
化
を
実
践
す
る
た
め
、
数
寄
屋
造
の
建
物
群
の
ま
わ
り
に
は
意

す

き

や

匠
を
凝
ら
し
た
茶
屋
を
配
し
、
船
遊
び
な
ど
が
で
き
る
広
大
な
苑
池
を

造
営
し
て
い
ま
す
。

■
八
条
宮
智
仁
親
王

桂
離
宮
の
創
始
者

と
し
ひ
と

八
条
宮
智
仁
親
王(

一
五
七
九
～
一
六
二
九)

は
、
正
親
町
天
皇
の
第

お
お
ぎ
ま
ち

一
皇
子
陽
光
院
誠
仁
親
王
の
第
六
子
と
し
て
、
天
正
七(

一
五
七
九)

年

さ
ね
ひ
と。

、

に
誕
生
し
ま
し
た

勧
修
寺
晴
豊
の
娘
晴
子(

新
上
東
門
院)

を
母
と
し

か
じ
ゅ
う
じ
は
る
と
よ

は
る
こ

幼
名
を
胡
佐
麻
呂(

麿)

と
称
し
ま
し
た
。
智
仁
親
王
は
天
正
十
六(

一

こ

さ

ま

ろ

五
八
八)

年
、
豊
臣
秀
吉
の
猶
子
と
な

ゆ
う

し

り
、
豊
臣
家
の
継
承
者
と
し
て
期
待
さ

れ
ま
す
が
、
翌
十
七
年
に
側
室
淀
君
に

男
子
鶴
松
が
生
ま
れ
た
た
め
に
解
消
、

同
十
八
年
八
条
宮
家
を
創
設
し
、
翌
年

に
は
親
王
宣
下
を
受
け
て
智
仁
と
名
乗

り
、
式
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
豊
臣
政
権
の
庇
護
を
受
け

て
皇
位
に
つ
い
た
後
陽
成
天
皇
は
、
秀

吉
の
死
後
、
慶
長
三(

一
五
九
八)

年
十

月
、
突
然
、
天
皇
の
弟
に
あ
た
る
智
仁

親
王
へ
の
譲
位
の
意
を
表
明
し
ま
す
。
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し
か
し
、
こ
の
譲
位
の
儀
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

智
仁
親
王
は
幼
少
か
ら
学
才
に
す
ぐ
れ
、
早
く
か
ら
細
川
幽
斎(

一

ゆ
う
さ
い

五
三
四
～
一
六
一
〇)

に
歌
道
を
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
譲
位
の
一
件

以
後
は

『
万
葉
集

『
古
今
集

『
源
氏
物
語
』
な
ど
古
典
文
芸
へ
深

、

』

』

く
没
頭
す
る
よ
う
に
な
り
、
慶
長
五(

一
六
〇
〇)

年
に
は
、
二
十
二
歳

で
幽
斎
よ
り
古
今
伝
授
を
受
け
、
名
実
共
に
当
代
を
代
表
す
る
宮
廷
文

こ
き
ん
で
ん
じ
ゅ

化
人
に
成
長
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
親
王
は
桂
離
宮
造
営
に
着
手
し
ま

す
。■

後
水
尾
上
皇

修
学
院
離
宮
の
造
営
者

後
水
尾
上
皇(

一
五
九
六
～
一
六
八
〇)

は
、
後
陽
成
天
皇
の
第
三
皇

子
と
し
て
慶
長
元(

一
五
九
六)

年
に
誕
生
し
ま
し
た
。
名
は
政
仁
と
い

こ
と
ひ
と

い
、
生
母
は
前
関
白

近
衛
前
久
の
娘
前
子(

中
和
門
院)

で
す
。

さ
き
の
か
ん
ぱ
く

さ
き
ひ
さ

さ
き
こ

は
じ
め
、
後
陽
成
天
皇
は
、
弟
の
八
条
宮
智
仁
親
王
に
譲
位
す
る
意

、

、

向
で
し
た
が

前
関
白
九
条
兼
孝
と
内
大
臣
徳
川
家
康
の
反
対
が
あ
り

く
じ
ょ
う
か
ね
た
か

な
い
だ
い
じ
ん

実
現
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
東
宮(

皇
太
子)

と
な
っ
た
政
仁

と
う
ぐ
う

親
王
が
慶
長
十
六(

一
六
一
一)

年
に
即
位
し
ま
す
。

譲
位
の
時
期
も
政
仁
親
王
へ
の
皇
位
継
承
も
、
後
陽
成
天
皇
の
意
に

反
す
る
も
の
で
し
た
が
、
徳
川
家
康
の
強
引
な
干
渉
に
よ
っ
て
実
現
し

ま
し
た
。
こ
の
政
仁
親
王
は
徳
川
政
権
の
も
と
で
即
位
し
た
最
初
の
天

皇
で
、
そ
の
即
位
は
幕
府
に
よ
る
朝
廷
支
配
の
第
一
歩
で
し
た
。
元
和

六(

一
六
二
〇)

年
に
は
徳
川
秀
忠
の
娘
和
子(

後
の
東
福
門
院
、
一
六

ま
さ
こ

と
う
ふ
く
も
ん
い
ん

〇
七
～
七
八)

を
女
御
と
し
て
入
内
さ
せ
、
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
に

は
二
条
城
行
幸
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
朝
幕
関
係
は
好
転
す
る
よ
う
に
見

え
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
翌
年
、
禅
僧
に
紫
衣
着
用
を
許
す
天
皇
の
綸
旨
が
幕

し

え

り
ん
じ

府
に
よ
っ
て
無
効
と
な
っ
た
「
紫
衣
事
件
」
を
契
機
と
し
て
、
寛
永
六

年
、
に
わ
か
に
女
一
宮
興
子
内
親
王(

明
正
天
皇)

へ
と
譲
位
し
ま
す
。

お
ん
な
い
ち
の
み
や
お
き
こ

上
皇
と
な
っ
た
後
は
、
当
時
の
文
化
人
の
中
心
的
存
在
と
な
り
、
修

学
院
に
山
荘
を
造
営
、
庭
内
に
窯(

修
学
院
焼)

を
開
き
ま
し
た
。

か
ま

し
ゅ
が
く
い
ん
や
き

歩
く
／
見
る

■
桂
離
宮

西
京
区
桂
御
園

八
条
宮
家(

後
の
桂
宮
家)

の
別
荘
と
し
て
造
営
さ
れ
た
桂
離
宮
は
、

『
源
氏
物
語
』
松
風
の
巻
に
み
え
る
「
桂
殿
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
藤
原
道
長
の
桂
山
荘
の
故
地
で
、
藤
原
師
実
・
忠
通
な

ふ
じ
わ
ら
の
み
ち
な
が

も
ろ
ざ
ね

た
だ
み
ち

ど
も
別
荘
を
構
え
ま
し
た
。

桂
離
宮
は
、
八
条
宮
家
初
代
智
仁
親
王
と
二
代
智
忠
親
王
に
よ
り
、

と
し
ひ
と

と
し
た
だ

約
五
十
年
、
三
次
に
わ
た
る
造
営
と
改
修
を
経
て
成
立
し
て
い
ま
す
。

第
一
次
の
造
営
は
、
元
和
元(

一
六
一
五)

年
頃
、
智
仁
親
王
が
こ
の
地

に
「
瓜

畠
の
か
ろ
き
茶
屋
」
と
称
す
る
簡
素
な
建
物
を
営
ん
だ
の
が

う
り
ば
た
け

は
じ
ま
り
で
、
こ
れ
が
古
書
院
の
原
形
を
な
し
、
寛
永
元(

一
六
二
四)

年
頃
、
作
庭
も
含
め
て
一
応
の
完
成
を
み
ま
し
た
。

同
六(

一
六
二
九)

年
、
智
仁
親
王
の
死
に
よ
っ
て
茶
屋
な
ど
は
急
速

に
荒
廃
し
ま
し
た
が
、、

同
十
八(

一
六
四
一)

年

智
仁
親
王
の
息
子
で
あ

る
智
忠
親
王
が
第
二
次

の
造
営
を
開
始
し
、
従

来
の
古
書
院
に
接
続
し

て
中
書
院
を
増
築
し
、

庭
園
に
は
五
カ
所
の
茶

屋
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
暦
四(

一

六
五
八)

年
と
寛
文
三
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(

一
六
六
三)

年
の
後
水
尾
上
皇
の
御
幸
に
際
し
第
三
次
造
営
を
行
い
、

中
書
院
南
側
の
楽
器
の
間
・
新
御
殿
の
建
設
と
と
も
に
、
庭
園
を
大
幅

松
琴
亭

に
整
備
し
、
第
二
次
造
営
の
際
の
五
カ
所
の
茶
屋
を
廃
し
、

し
ょ
う
き
ん
て
い

・

・

・

を
設
営
し
ま
し
た
。
明
治
十
六(

一
八

月
波
楼

賞
花
亭

園
林
堂

げ
っ
ぱ
ろ
う

し
ょ
う
か
て
い

お
ん
り
ん
ど
う

八
三)
年
に
は
、
建
物
を
宮
内
省
に
移
管
し
て
離
宮
と
称
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
現
在
、
桂
川
の
流
れ
を
引
い
た
大
池
の
西
に
、
東
よ
り
古

書
院
・
中
書
院
・
楽
器
の
間
・
新
御
殿
が
並
ん
で
建
っ
て
い
ま
す
。

桂
離
宮
の
建
物
と
庭
園
の
融
合
調
和
は
、
ド
イ
ツ
人
建
築
家
の
ブ
ル

ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
戦
前
に
記
し
た
『
日
本
美
の
再
発
見
』(

岩
波
新
書)

に
よ
っ
て
そ
の
美
し
さ
が
世
界
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
十
一
年

か
ら
同
五
十
七
年
に
か
け
て
、
解
体
大
修
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

池
の
東
岸
に
建
つ
茶
屋
で
、
入
母
屋
造
茅
葺
の
屋
根
を

松
琴
亭

し
ょ
う
き
ん
て
い

い
り
も
や
づ
く
り
か
や
ぶ
き

も
つ
一
の
間
・
二
の
間
、
柿

葺
屋
根
の
茶
室
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ

こ
け
ら
ぶ
き

れ
、
中
央
に
坪
庭
を
設
け
た
ロ
の
字
形
の
建
物
で
す
。
い
た
る
と
こ
ろ

に
変
化
に
富
む
意
匠
が
見
ら
れ
、
特
に
一
の
間
北
側
の
深
い
土
庇

、

つ
ち
び
さ
し

そ
の
下
に
張
り
出
し
た
板
縁
に
設
け
ら
れ
た
竈
構
え
、
一
の
間
南
側
の

く
ど

床
・
袋
棚
な
ど
、
独
創
的
な
構
想
で
造
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
書
院
の
北
の
小
高
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
建
つ
茶
屋
で
、

月
波
楼

げ
っ
ぱ
ろ
う

寄
棟
造
柿
葺
、
一
の
間
・
中
の
間
・
口
の
間
の
三
室
と
竈
構
え
を
も

よ
せ
む
ね
づ
く
り

つ
板
敷
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
が
コ
の
字
形
に
配
列
さ
れ
て
入
り
口
と
な

る
土
間
庇
を
囲
ん
で
い
ま
す
。
簡
素
・
軽
快
な
構
造
で
、
一
の
間
に
竹

の
竿
縁
天
井
を
張
る
ほ
か
は
す
べ
て
化
粧
屋
根
裏
を
み
せ
て
お
り
、
竹

さ
お
ぶ
ち

の
垂
木
と
小
舞
、
丸
太
・
面
皮
材
・
皮
付
の
曲
木
を
自
由
に
組
み
合
わ

ま
げ
き

せ
た
軸
組
な
ど
、
定
型
に
と
ら
わ
れ
な
い
奔
放
な
構
想
力
を
駆
使
し
て

い
ま
す
。
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
開
放
的
で
、
中
か
ら
庭
園
の
景
観
を

楽
し
む
た
め
に
、
部
屋
の
配
置
や
開
口
部
に
細
心
の
工
夫
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

賞
花
亭
は
、
中
島
山
上
に
建
つ
峠
の
茶
屋
と
い
っ
た
風
情

賞
花
亭

し
ょ
う
か
て
い

で
、
切
妻
造
茅
葺
、
間
口
二
間
・
奥
行
一
間
半
の
小
規
模
な
建
物
で

き
り
づ
ま
づ
く
り

あ
り
、
洛
中
の
八
条
宮
本
邸
に
あ
っ
た
茶
屋
「
竜
田
屋
」
を
移
建
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
正
面
の
壁
面
に
は
竹
の
粗
い
連
子
窓
が
開
け

れ
ん
じ
ま
ど

ら
れ
、
そ
の
左
右
の
袖
壁
に
は
下
地
窓
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

し
た
じ
ま
ど

連
子
窓
と
下
地
窓
の
配
分
や
形
の
比
例
の
よ
さ
は
見
事
で
す
。
ま
た
、

こ
の
茶
屋
か
ら
は
離
宮
殿
舎
の
全
景
が
眺
望
で
き
ま
す
。

園
林
堂
は
、
智
忠
親
王
の
代
に
造
立
さ
れ
た
賞
花
亭
の
西

園
林
堂

お
ん
り
ん
ど
う

側
に
あ
る
宝

形

造
本
瓦
葺
の
建
物
で
、
屋
根
に
唐
破
風
の
向
拝
を
つ

ほ
う
ぎ
ょ
う
づ
く
り

か
ら
は

ふ

ご
は
い

け
た
、
方
三
間
の
仏
堂
で
す
。
桂
離
宮
に
あ
る
建
物
の
中
で
唯
一
こ
の

小
堂
だ
け
が
本
瓦
葺
で
、
堂
内
に
は
観
音
像
の
ほ
か
宮
家
代
々
の
位
牌

と
画
像
を
安
置
し
、
傍
ら
に
細
川
幽
斎
の
画
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
修
学
院
離
宮

左
京
区
修
学
院
藪
添

し
ゅ
が
く
い
ん

桂
離
宮
と
並
ぶ
江
戸
初
期
の
代
表
的
な
山
荘
で
あ
る
修
学
院
離
宮

は
、
寛
永
六(

一
六
二
九)

年
に
退
位
し
た
後
水
尾
上
皇
が
企
画
し
た
洛

北
の
地
に
あ
る
広
大
な
山
荘
の
こ
と
で
す
。
当
地
に
は
以
前
か
ら
上
皇

の
茶
屋
で
あ
る
隣
雲
亭
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明
暦
元(

一
六
五
五)

年
、

東
福
門
院
と
と
も
に
こ
の
近
く
に
住
む
円
照
寺
尼
宮(

上
皇
の
第
一
皇

女)

の
草
庵
に
御
幸

し
た
際
、
改
め
て

そ
の
す
ぐ
れ
た
風

光
に
魅
せ
ら
れ
、

翌
二
年
か
ら
大
規

模
な
山
荘
造
営
に

着
手
し
、
万
治
二

(

一
六
五
九)

年
春

に
一
応
の
完
成
を
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み
ま
す
。

現
在
離
宮
は
上
・
中
・
下
の
御
茶
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
上
御

茶
屋
は
こ
の
隣
雲
亭
を
中
心
に
計
画
さ
れ
、
広
大
な
苑
池(

浴
龍
池)

と

よ
く
り
ゅ
う
ち

中
島
を
つ
く
り
、
そ
の
中
島
に
は

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
池

窮
邃
亭

き
ゅ
う
す
い
て
い

に
は
中
島
に
渡
る
楓
橋
・
土
橋
、
中
島
と
万
松
塢(

大
き
な
二
個
の
石

ば
ん
し
ょ
う
う

を
い
た
だ
く
島)

を
結
ぶ
千
歳
橋
が
架
け
ら
れ
、
隣
雲
亭
か
ら
は
、
遠

く
鞍
馬
・
貴
船
・
岩
倉
・
松
ケ
崎
・
愛
宕
の
山
々
を
背
景
に
、
京
都
の

市
街
が
一
望
で
き
ま
す
。

一
方
、
山
麓
に
営
ま
れ
た
下
御
茶
屋
は
、
上
皇
が
御
幸
の
際
に
御
座

所
と
し
た
使
用
し
た

を
中
心
に
、
茶
室
蔵
六
庵
・
御
清
所(

台

寿
月
観

じ
ゅ
げ
つ
か
ん

ぞ
う
ろ
く
あ
ん

所)

な
ど
の
付
属
建
物
を
配
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
御
茶
屋
は
楽
只
軒
・
客

殿
な
ど
か
ら
な
り
、
後
水
尾
上

ら
く
し
け
ん

き
ゃ
く
で
ん

皇
の
没
後
、
第
八
皇
女
朱

宮
光
子
内
親
王
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
尼

あ
け
の
み
や
て
る
こ

門
跡
寺
院

(

現
左
京
区
修
学
院
林
ノ
脇)

が
隣
接
し
て
い
ま
す
。

林
丘
寺

り
ん
き
ゅ
う
じ

窮
邃
亭
は
、
三
間
四
方
の
宝
形
造
柿
葺
の

窮
邃
亭(

上
御
茶
屋)

き
ゅ
う
す
い
て
い

建
物
で
、
東
と
南
は
深
い
土
庇
が
、
池
に
面
し
た
西
と
北
に
は
肘
掛
窓

が
そ
れ
ぞ
れ
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
は
上
・
中
・
下
御

茶
屋
の
中
で
、
造
営
さ
れ
て
か
ら
今

日
ま
で
建
て
替
え
ら
れ
て
い
な
い
唯

一
の
建
物
で
あ
り
ま
す
が
、
各
部
の

材
料
は
ず
い
ぶ
ん
取
り
替
え
ら
れ
て

新
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
南
の
土
間

庇
の
軒
下
に
は
、
後
水
尾
上
皇
宸
筆

に
よ
る
「
窮
邃
」
の
額
が
懸
か
っ
て

い
ま
す
。

寿
月
観

寿
月
観(

下
御
茶
屋)

じ
ゅ
げ
つ
か
ん

は
、
数
寄
屋
風
書
院
造
、
起
り
屋
根

む
く

柿
葺
の
建
物
で
、
庭
園
に
面
し
て
Ｌ
字
型
に
部
屋
が
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
室
内
か
ら
の
眺
め
と
同
時
に
、
庭
園
か
ら
見
た
場
合
の
建

物
の
姿
が
考
慮
さ
れ
た
た
め
で
す
。
庭
園
に
面
し
た
側
は
全
面
腰
障
子

で
、
ま
わ
り
に
濡
縁
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
開
放
的
な
外
観
と
な
っ
て
い
ま

ぬ
れ
え
ん

す
。
障
子
の
外
に
立
つ
雨
戸
は
、
戸
袋
を
省
略
す
る
た
め
に
隅
部
で
回

、

。

、

転
さ
せ
て

北
側
の
裏
に
納
ま
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す

ま
た

屋
根
を
軽
く
み
せ
る
た
め
に
柿
葺
の
軒
先
は
薄
い
一
重
軒
付
と
な
っ
て

い
ま
す
。

林
丘
寺
は
、
臨
済
宗
天
龍
寺
派

林
丘
寺(

左
京
区
修
学
院
林
ノ
脇)

り
ん
き
ゅ
う
じ

の
寺
院
で
、
後
水
尾
上
皇
の
第
八
皇
女
朱
宮

光
子
内
親
王
の
朱
宮
御

あ
け
の
み
や
て
る
こ

所(

音
羽
御
所)

が
寺
の
前
身
で
す
。
朱
宮
は
父
後
水
尾
院
よ
り
修
学
院

お
と
わ

離
宮
内
に
別
殿
を
賜
っ
て
楽
只
軒
と
称
し
ま
し
た
が
、
延
宝
八(

一
六

、

、

、

八
〇)

年

上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
朱
宮
は
落
飾

照
山
元
瑤
と
号
し

し
ょ
う
ざ
ん
げ
ん
よ
う

御
所
を
林
丘
寺
と
改
め
、
尼
門
跡
寺
院
と
し
ま
す
。
天
和
二(

一
六
八

二)

年
に
は
本
堂
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
客
殿
が
東
福
門
院
奥
御
対

面
所
か
ら
移
建
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
の
初
め
に
は
男
僧
住
院
と
な
り
ま

し
た
が
、
明
治
十
七(

一
八
八
四)

年
、
宮
内
省
に
寺
地
の
約
半
分
を
返

上
、
同
十
九
年
、
楽
只
軒
と
客
殿
を
離
宮
内
に
残
し
、
現
在
地
に
玄
関

、

。

、

・
書
院
・
庫
裏
等
を
移
し
て

も
と
の
尼
門
跡
に
復
し
ま
し
た

現
在

離
宮
内
に
あ
る
客
殿
は
、
華
麗
優
美
な
意
匠
で
ま
と
め
ら
れ
、
床
脇
の

五
段
の
違
棚(

霞
棚)

は
桂
離
宮
・
醍
醐
三
宝
院
の
棚
と
共
に
天
下
の
三

か
す
み
だ
な

棚
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
桂
離
宮
・
修
学
院
離
宮
の
参
観
方
法

桂
離
宮
・
修
学
院
離
宮
は
常
時
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
参
観
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
宮
内
庁
京
都
事
務
所
参
観
係(

京
都
府
京
都
市
上

京
区
京
都
御
苑
三
番)

へ
お
尋
ね
下
さ
い
。
参
観
の
所
要
時
間
は
桂
離

宮
で
一
時
間
、
修
学
院
離
宮
で
一
時
間
十
五
分
ほ
ど
で
す
。
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