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＼こと

、

大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
！

？
回
、『
源
氏
物
語
』
解
釈
の
第

者
で
あ
る
玉
上
琢
輔
氏
の
監
修

一得
て
、
紫
式
部
が
思
い
描
い
た
光

い
氏
の
邸
宅
・
六
条
院
を
復
元
す
る

こ
と
に
よ
り
、
寝
殿
造
り
の
建
築
空

間
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た

。



『
源
氏
物
語
』
と
寝
殿
造
り

、

い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け

る
な
か
に

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ね
が
、
す

「
れ
て
時
め
き
給
ふ
、
あ
り
け
り
（
玉
上
琢
禰
・
訳
注
『
源

氏
物
語
』

「
桐
査
」
角
川
文
庫
）

こ
の
雅
や
か
な
書
き
出
し
て
始
ま
る
『
源氏
物
語
』

は
、

平
安
中
期
の
一
条
天
皇
の
時
代
、
中
宮
彰
子
に
仕
え
た
女
房

の
ひ
と
り
、
紫
式
部
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
る

。
五
十
四
帖
に
及
ぶ
長
編
物
語
は
、
光
源
氏
を
中
心

と
し
た
平
安
貴
族
た
ち
が
織
り
成
す
華
や
か
な
人
間
模
様
と
、

そ
の
裏
面
に
潜
む
人
間
的
な
相
克
を
描
い
て
、
世
界
的
に
も

つ
と
に
名
高
い
。

と
り
わ
け
「
桐
壷
」
か
ら
「
幻
」
の
巻
に
至
る
ま
で
の
主

人
公
光
源
氏
は
、
藤
原
氏
全
盛
の
世
に
あ
っ
て
、
王
家
の
血

筋
を
代
表
す
る
文
学
的
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き

た
。
物
語
の
中
、
で
、
光
源
氏
を
始
め
と
し
た
登
場
人
物
た
ち

が
示
す
「
も
の
の
感
じ
方
」
や
「
美
へ
の
こ
ま
や
か
な
意
識
」

は
、
時
代
を
超
え
て
日
本
人
の
感
性
の
ひ
と
つ
の
手
本
t

さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
テ
ク
時
代
の
今
日
で
も
、

多
く
の
人
々
の
心
を
と
ら
え
て
放
き
な
い
。
そ
う
し
た
王
朝

貴
族
の
感
情
や
美
意
識
の
ひ
と
つ
の
結
日
聞
を
、
彼
ら
の
生
活

の
舞
台
で
あ
っ
た
「
住
ま
い
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。し

ん
で
ん
づ
〈

光
源
氏
の
よ
う
な
王
朝
貴
族
の
邸
宅
を
、
一
般
に
寝
殿
造

り
と
い
う
。
「
寝
殿
」
の
名
称
は
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
す
で

に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
寝
殿
造
り
と
し
て
建
築
的
な
視
点

か
ら
最
初
に
研
究
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
和
学
者
、

き
わ
だ
な
た
り
か
お
く
ぎ
つ
こ
う

津
田
名
垂
で
あ
ろ
う
。
津
田
名
垂
は
、
そ
の
著
『
家
屋
雑
考
』

の
中
、
て
「
寝
殿
造
り
と
い
ふ
は
、
一
家
一
構
の
内
、
中
央
に

た
い
の
や

正
殿
あ
り
。
南
面
。
其
東
西
も
し
く
は
北
に
対
屋
と
い
ふ
も

け
ん
ぞ
く

の
あ
り
。
正
殿
は
主
人
常
住
の
t

こ
ろ
、
対
屋
は
家
内
容
属

の
居
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
定
義
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
研
究
も
ふ
ま
え
る
と
、
寝
殿
造
り
と
は
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
建
築
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
配
置
）

・
敷
地
の
周
囲
を
築
地
塀
（
土
で
っ
き
固
め
た塀
）
で
囲
む

0

・

住
居
の
中
心
に
、
南
を
正
面
と
し
た
寝
殿
（
主
人
の
住
ま

い
）
を
置
く
。

－
そ
の
東
西
あ
る
い
は
北
に
対
屋
（
家
族
な
E

の
住
ま
い
）

を
設
け
る
。

・
寝
殿
と
対
屋
は
、
社主わ
白~た

殿Z

う
遺
構
は
実
際
に
は
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
中

心
と
な
る
寝
殿
や
対
屋
な
ど
の
建
物
が
、
ど
う
い
う
基
準
で

建
て
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
基
準
が
あ
っ
た
の
か
E

う
か

す
ら
も
判
明
し
て
い
な
い

・

。
要
す
る
に
寝
殿
造
り
は
、
そ
の

名
称
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
歴
史
的
に
も
建
築

的
に
も
未
知
の
部
分
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
！
ム
は
、
寝
殿
造
り
を

知
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
王
朝
貴
族
の
生
活
を
描
い

た

『
源
氏
物
語
』
に
注
目
し
た
。
紫
式
部
は
こ
の
長
編
物
語

の
中
に
、
実
際
に
寝
殿
造
り
の
邸
宅
に
暮
ら
し
た
者
と
し
て
、

建
築
的
な
手
掛
か
り
を
少
な
か
ら
ず
書
き
記
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
生
き
た
形
の
寝
殿
造
り
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
り
わ
け
光
源
氏
の
邸
宅
は
、
そ
の
白
眉
で
あ
り
、
紫
式
部

が
も
っ
と
も
筆
を
尽
く
し
て
描
い
て
い
る
建
物
と
い
え
る
だ

ろ
pフ
。

* 

と
く
に
紫
式
部
の
記
述
を
重
視
し
、

そ
の
背
景
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
原
文
内
容
に

則
し
た
復
元
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
『
源
氏
物

語
』
解
釈
で
は
第
一
人
者
で
あ
り
、
ご
自
身
も
光
源
氏
の
邸

宅
復
元
に
情
熱
を
燃
や
し
て
お
ら
れ
る
大
阪
女
子
大
学
名
誉

ゅ
う
そ
〈
こ
じ
つ

教
授
玉
上
琢
禰
氏
に
、
文
学
及
び
有
職
故
実
な
ど
の
面
か
ら

ご
監
修
を
載
い
た

。

ま
た
建
築
面
で
は
、
『
源氏
物
語
絵
巻
』

を
は
じ
め
と
し
た
絵
画
や
古
文
献
、
さ
ら
に
平
安
京
跡
の
発

掘
調
査
報
告
な
ど
を
詳
細
に
検
討
し
、
平
面
の
み
な
ら
ず
立

面
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示

し
た
い
t

考
え
た
。
そ
れ
は
紫
式
部
の
考
え
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
世
界
と
、
現
実
に
存
在
し
た
は
ず
の
建
築
の
世
界
と
を

照
応
さ
せ
、
虚
実
の
境
界
を
た
E

る
中
か
ら
寝
殿
造
り
の
姿

を
描
き
出
す
試
み
と
い
え
る

。

（
通
路
を
兼
ね
た
建
物
）
で
結
ぶ
。

っ
き
中
ま

・
寝
殿
の
前
は
広
い
庭
と
し
、
そ
の
先
仁
池
と
築
山
を
造
る
。

ち
ゅ
う
も
ん
の
ろ
う

・
東
西
の
対
屋
か
ら
池
に
向
か
っ
て
中
門
廊
（
廊
下
）
を
延

f
A
m
l
u

、

そ
の
途
中
に
中
門

釣1 玄
殿Z 闘
を）

造を
る開

そ
れ
だ
け
に
今
回
は
、

・
中
門
廊
の
南
端
の
池
畔
に
、

や
り
み
ず

遣
水
と
呼
ば
れ
る
石
組
の
水
路
を
通
し
て
、

・
池
に
は
、

を
注
「
。

（
寝
殿
の
平
面
構
成
）

も
や

・

寝
殿
は
、
母
屋
を
中
央
に
し
て
、

す
の
こ
え
ん

あ
り
、
そ
の
外
側
に
讐
子
縁
を
も
っ
形
式
が
基
本
と
な
る

。

し
と
み
ど
み
す

・
庇
の
聞
の
周
囲
は
蔀
戸
や
御
簾
で
仕
切
り
、
ま
た
四
隅
に

つ
ま
ど

は
妻
戸
（
扉
）
を
聞
く
。
寝
殿
内
部
は
隔
て
の
障
子
の
ほ

さ
ち
よ
う
び
ょ
う
ぶ

か
、
必
要
に
応
じ
て
凡
帳
、
扉
風
な
ど
の
室
内
調
度
を
置

す
だ
れ
か
べ
し
ろ

き
、
ま
た
簾
や
壁
代
を
掛
け
る
。

ひ
さ
し
ま

そ
の
周
囲
に
庇
の
聞
が

・
対
屋
の
構
成
お
よ
び
使
い
方
は
、
寝
殿
に
準
ず
る
。

以
上
が
、
典
型
的
な
寝
殿
造
り
の
概
要
t

さ
れ
る
。

し
か
し
、

典
型
ー
と
は
い
っ
て
も
、

う
し
た
定
義
に
見
合



一、

『
源
氏
物
語
』
に
み
る
光
源
氏
の
邸
宅

。
光
源
氏
の
邸
宅
（
二
条
院
と
二
条
東
院
）

二
条
院
は
近
け
れ
ば
、
ま
だ
明
う
な
ら
叫
程
に
お
は
し
て
、

わ
か
む
ら
さ
き

西
の
対
に
御
車
寄
せ
て
降
り
給
ふ
（
若
紫
）

つ

の『
邸源
宅氏
（物
二日語
条｛ そ
院工中

て、

条；光
東~ i，原
お氏

F完工は

六？平

条i 室町 尽
院：の
）内

を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
っ
こ
粂
院
は
、
光
源
氏
の
母
、
桐
査
の
更
衣
の

里
邸
で
あ
り
、
光
源
氏
そ
の
人
も
こ
こ
で
生
ま
れ
た
t

考
え

ら
れ
る
。
桐
査
の
更
衣
が
病
没
し
た
後
、
や
が
て
光
源
氏
は

あ
お
い
う
え

元
服
し
て
左
大
臣
の
娘
、
葵
の
上
と
結
ば
れ
、
左
大
臣
邸
と

宮
中
の
桐
士
宮
、
そ
し
て
二
条
院
に
住
ん
だ
。
光
源
氏
が
若
紫

む
匂
さ
き
う
え

（
の
ち
の
紫
の
上
）
を
引
き
取
り
、
慈
し
み
育
て
た
の
も
、

こ
の
二
条
院
で
あ
る
。

の
ち
に
光
源
氏
が
須
磨
に
流
さ
れ
た
折
に
は
、
紫
の
上
が

み
の
り

邸
宅
を
譲
ら
れ
、
ま
た
「
御
法
」
巻
で
紫
の
上
の
終
駕
の
場

と
な
っ
た
の
も
、
や
は
り
二
条
院
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で

は
、
二
条
院
は
物
語
の
中
で
重
要
な
建
物
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
光
源
氏
と
紫
の
上
に
t

っ
て
こ
の
上
な
く
思
い
出
深

い
邸
宅
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
条
院
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
中
に

「
さ
と
の
殿

す
り
し
き
た
く
み
づ
か
さ
せ
ん
じ

は
、
修
用
職
内
匠
寮
に
宣
旨
く
だ
り
て
、
に
な
う
改
め
作
ら

せ
給
ふ
。

も

t

の
こ
だ
ち
、
山
の
た
た
ず
ま
ひ
、
お
も
し
ろ

き
所
な
り
け
る
を
、
池
の
心
広
く
し
な
し
て
、
め
で
た
く
作

り
の
の
し
る
」
（
桐
壷
）
と
あ
る
。
光
源
氏
の
父
で
あ
る
桐
壷

帝
が
、
庭
も
ふ
く
め
て
大
幅
な
増
改
築
を
行
な
わ
せ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
「
若
紫
」
巻
に
は
、
少
女
時
代
の
紫
の
上
が
二

条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
時
、
そ
の
乳
母
の
描
写
に
は
、
「
明
け

~一一 ？で月 e ペア "C  ._,.< ザ ー暗闇，m

行
く
ま
ま
に
兄
わ
た
せ
ば
、
大
殿
の
造
り
、
ぎ
ま
、
し
つ
ら
ひ

ざ
ま
、
さ
ら
に
も

言
は
ず
。

屈
の
砂
子
も
玉
を
重
ね
た
ら
む

か
が
や
く
こ
こ
ち
す
る
に
：

・

」
と
あ
る
。

や
う
に
見
え
て
、

そ
の
中
で
光
源
氏
円
身
は
、
紫
の
上
と
と
も
に
東
南
の
町

に
住
み
、
公
私
に
わ
た
り
六
条
院
を
本
拠
と
し
た

。

桐
査
帝

し
ん
せ
与

の
阜
f

と
は
い
え
、
光
源
氏
は
源
氏
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
に
降

下
し
た
身
分
の
者
に
過
ぎ
な
い

。

そ
の
邸
宅
を
「
院
」
と
呼

れ
い
ぜ
い
て
い

ぶ
の
は
、
冷
泉
帝
の
秋
好
中
山
片
（
白
ヱ
后
）
の
邸
宅
が
ふ
く
ま

一
一一、

光
源
氏
の
邸
宅

六
条
院
の
復
元

。
そ
の
立

地
と
規
模

大
殿
、
静
か
な
る
御
住
ま
ひ
を
、
同
じ
く
は
広
く
見
所
あ
り

て
、
こ
こ
か
し
こ
に
で
お
ぼ
つ
か
な
き
山
里
人
な
刊
と
を
も
、

つ
ど
へ
住
ま
せ
む
の
御
心
に
て
、
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、

中
宮
の
御
ふ
る
き
宮
の
ほ
と
り
を
四
町
を
占
め
て
、
造
ら
せ

~＂、丸－

，~口

ふ

乙
K
）

光
源
氏
の
六
条
院
は
、

「
乙
K

」
巻
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

ハ
条
京
極
付
近
に
造
常
さ
れ
た。

ろ
く
し
よ
う
町
み
や
す
ど
こ
ろ

中
古
の
母
、
六
条
御
息
所
の
邸
宅
が
あ
り
、
そ
の
邸
宅
を
ふ

そ
こ
に
は
も
と
も
と
秋
好

く
め
て
大
掛
か
り
な
造
成
が
行
な
わ
れ
た
。

で
は
六
条
院
は
、
E

の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

平
安
京
の
都
市
計
画
に
し
た
が
え
ば
、
南
北
を
六
条
大
路
と

ま
で

六
条
坊
門
小
路
に
、
そ
し
て
東
丙
を
京
極
大
路
と
万
里
小
路

Bと
に
固
ま
れ
た

了
邦
と
推
定
し
た
。

現
在
の
京
都
で
分
か
り

ゃ
す
く
い
え
ば
、
鴨
川
に
近
い
六
条
通
り
の
北
側
、
河
原
町

五
条
の
交
差
点
を
ふ
く
ん
だ

一
帯
に
相
当
す
る

。

紫
式
部
は
な
ぜ
、
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

み
や
む
と
の
と
お
る

は
か
つ
て
の
左
大
臣
、
源
融
の
邸
宅
が
あ
っ
た
場
所
で
あ

る

。
源
融
は
、
紫
式
部
よ
り
約

一
世
紀
前
の
人
で
、
嵯
峨
天

皇
の
皇
チ
と
し
て
生
ま
れ
（
母
は
更
衣
の
身
分
）
、
源
氏
性
を

の
ち
に
左
大
臣
の
位
ま
で
昇
っ
た
。
そ
う
し
た
経
歴

が
光
源
氏
と
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
く
か
ら
光
源
氏
の
モ

賜
り
、

デ
ル
の
ひ
t

り
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

。

淑
融
は
、
左
大
臣
の
位
に
あ
る
こ
と
二
十
四
年

そ
の
間

二
条
院
が
風
情
あ
る
第
一
級
の
寝

殿
造
り
の
邸
宅
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
場
所
に
つ
い
て
、
玉
上
氏
は
、
二
条
通
り
と
洞
院
通

り
に
面
し
て
い
る
（
賢
木
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
洞
院
が
西
の

洞
院
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
条
城
の
そ
ば
の
、
現
在
の
京

都
国
際
ホ
テ
ル
の
東
北
筋
向
い
付
近
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

平
安
中
期
、
内
裏
に
も
近
い
こ
の
界
隈
に
は
、
貴
族
の
邸
宅

こ
れ
ら
の
ヲ
」
と
か
ら
、

が
数
多
く
立
ち
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

続
く
二
条
東
院
は
、
光
源
氏
が
須
磨
、
明
石
か
ら
戻
り
、

権
勢
の
座
に
復
帰
し
た
後
、
自
ら
の
力
で
建
設
し
た
邸
宅
で

は
な
ち
る
さ
と
す
え
つ
む
は
主

あ
る
。

光
源
氏
は
、
こ
こ
に
花
散
里
を
は
じ
め
、
末
摘
花
、

う
っ
せ
み
あ
か
し
お
ん
か
た
ご
せ
ち

空
蝉
を
住
ま
わ
せ
、
あ
る
い
は
明
石
の
御
方
、
筑
紫
の
五
節

を
も
迎
え
よ
う
と
考
え
た
。
い
わ
ば
、
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち

を
集
め
た
邸
宅
だ
が
、
中
で
も
桐
査
帝
の
夫
人
の
ひ
と
り
で

あ
っ
た
麗
景
殿
の
女
御
の
妹
に
あ
た
る
、
花
散
里
に
こ
の
邸

宅
を
頂
け
て
い
る
。

二
条
東
院
に
つ
い
て
は
、
「
二
条
の
院
の
、
東
な
る
宮
、
院

そ
う
ぷ
ん
み
お
っ
〈
し

の
御
処
分
な
り
し
を
、
二
な
く
、
改
め
作
ら
せ
給
ふ
」
（
湾
標
）

と
あ
り
、

二
条
院
の
東
方
に
あ
っ
た
父
の
院
の
遺
産
の
御
殿

を
、
光
源
氏
が
こ
の
上
な
く
立
派
に
改
築
さ
せ
た
も
の
で
あ

ま
っ
か
ぜ

っ
た
。
ま
た
「
松
風
」
巻
の
冒
頭
に
は
、
「
西
の
対
、
渡
殿
な

ま

E

こ
ろ
家
司
な
E

、
あ
る
べ
き
き
ま
に
し
置

日
と
か
け
て
、

か
せ
給
ふ
。

ひ
ん
が
し
の
対
は

明
石
の
御
方
t

思
し
お
き

て
た
り

。

北
の
対
は
、

あ
る
。

対
（
対
屋
）
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
貴
族
の
夫
人

や
家
族
の
住
居
棟
で
あ
り
、
東
・

西
・
北
と
整
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、

二
条
東
院
も
や
は
り
本
格
的
な
寝
殿
造
り
の
邸
宅

こ
と
に
広
く
作
ら
せ
給
ひ
て
：
・
」
と

、
で
あ
っ
た
。

。
光
源
氏
の
六
条
院
を
め
や
っ
て

ひ
つ
じ
さ

る

八
月
に
ぞ
、
六
条
の
院
造
り
は
て
て
渡
り
給
ふ
。

未
申
の
町

じ

ゅ
ん
だ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

。

し
か
し
、
光
源
氏
は
の
ち
に
准
大

じ
よ
う
て
ん
町
う

上
天
主
と
な
り
、
邸
宅
は
名
実
と
も
に
六
条
院
と
称
せ
ら
れ

る
こ

t

に
な
る

。
玉
上
氏
は
、
こ
の
六
条
院
に
つ
い
て
、
「
光

だ
い
っ

源
氏
は
自
ら
の
内
裏
を
造
ろ
う
と
し
た
」
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。

ま
さ
に
権
勢
の
極
み
に
あ
っ
た
者
の
理
想
的
な
住
ま
い

か
わ
ら
町
い
ん

六
条
京
極
の
付
近
仁
川
原
院
と
い
う
壮
大
な
邸
宅
を
常
み
、

お
と
ど

河
原
の
大
臣
と
も
呼
ば
れ
た

。

河
原
院
で
は
東
北
の
塩
釜
の

浦
を
模
し
た
庭
を
造
ら
せ
、
海
水
を
汲
ん
で
き
て
塩
を
焼
か

せ
た
こ
と
て
も
有
名
で
あ
る
。
『

伊
勢
物
語
』

は
、
「
む
か
し
、

た
の
大
臣
い
ま
そ
が
り
け
り
。
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
、
L
ハ
条

わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
っ
く
り
て
住
み
給
ひ
け

り
」
と
、
伝
え
て
い
る

。

は
、
中
宮
の
御
ふ
る
宮
な
れ
ば
、
や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。

た
つ
み
う
し
と
ら

辰
巳
は
、
殿
の
お
は
す
べ
き
町
な
り
。
丑
寅
は
、
東
の
院
に

い
由
ゐ

住
み
給
ふ
対
の
御
方
、
成
亥
の
町
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し

お
と
め

お
き
て
さ
せ
給
へ
り
（
乙
女
）

光
源
氏
が
太
政
大
臣
と
い
う
最
高
位
に
昇
り

ゅ
う
ぎ
り

そ
の
子
タ
霧
も
元
服
し
、
一
族
隆
盛
の
極
み
に
あ
っ

た
時
期
に
新
築
し
た
邸
宅
で
あ
る
。
「
乙
女
」
巻
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
ゆ
か
り
の
女

ひ
t

と
こ
ろ
に
集
め
て
住
ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
。

六
条
院
は
、

つ
め
、

性
た
ち
を
、

そ
の
点
だ
け
を
み
る
と
、
二
条
東
院
の
延
長
に
あ
る
と
も
い

え
る
が
、
光
源
氏
は
六
条
院
に
お
い
て
さ
ら
に
理
想
の
邸
宅

を
追
求
し
て
い
る
。

ま
ず
、
同
じ
「
乙
女
」
巻
に
、
そ
の
敷
地
の
規
模
は
「
四

町
」
と
あ
る
。
当
時
、
平
安
京
の
内
で
公
卿
に
与
え
ら
れ
る

標
準
的
な
敷
地
は
、

一
町
（
約
一
二
0
メ
ー
ト
ル
山
方
）
と

決
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
光
源
氏
の
六
条
院
は
、
そ

の
凶
倍
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
事
だ
け
で
も
、
光

源
氏
の
権
勢
の
大
き
さ
を
想
像
で
き
る
。

し
か
も
光
源
氏
は
、
そ
こ
を
春
夏
秋
冬
の
四
つ
の
町
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
季
節
に
合
っ
た
趣
あ
る
御
殿
と
庭
を
造
ら

せ
た
。
そ
し
て
東
南
の
町
（
春
）
は
紫
の
上
、
東
北
の
町
（
夏
）

あ
き
こ
の
む

は
花
散
里
、
西
南
の
町
（
秋
）
は
秋
好
中
宮
、
西
北
の
町
（
冬
）

は
明
石
の
御
方
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
か
り
の
女
性
た
ち
の
住
ま

お
ん
な
さ
ん

い
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
明
石
の
姫
君
、
女

三
の

み
や
た
ま
か
ず
ら

宮
、
玉
翼
な
ど
も
、
こ
の
六
条
院
に
住
む
こ
と
に
な
る
。

紫
式
部
は
、
こ
の
六
条
院
が
完
成
し
た
後
の
一
年
の
移
ろ

は
つ

ね
ニ
ち
ょ
う
は
た
る
と
こ
立
っ
か
が
り

い
を
、
「
乙
女
」
、
「
初
音L、
「
胡
蝶
」
、
「
蓋
」
、
「
常
夏
」
、
「
箪

び
の
わ
き

火
」
、
「
野
分
」
と
七
巻
を
費
や
し
、
紅
葉
鮮
や
か
な
秋
、
鴬

の
鳴
く
新
春
、
宴
の
春
、
蛍
舞
う
初
夏
、
釣
殿
に
涼
む
夏
、

饗
火
の
影
涼
し
い
初
秋
、
そ
し
て
野
分
（
ム
n
風
）
と
、
季
節

感
豊
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
光
源
氏

こ
と
は

の
輝
く
日
々
を
寿
寸
も
の
で
も
あ
っ
た
。

像
カ

そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
い
で
あ
ろ
う
。

今
回
、
光
源
氏
の
邸
宅
の
中
か
ら
、
と
く
に
六
条
院
を
取

り
上
げ
て
復
元
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
当
時
の
王
朝
貴

族
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
理
想
的
な
寝
殿
造
り
の
姿
を
、
光
源

氏
の
六
条
院
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

源
融
の
亡
き
後
、
河
原
院
は
宇
多
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
。

平
安
末
期
の
『
今
昔
物
語
集
』

（
巻
第
一
一
十七
本
朝
、
附
需

鬼
）
に
は
、
宇
多
天
皇
が
か
つ
て
の
河
原
院
に
行
か
れ
た
折
、

源
融
の
亡
霊
が
現
わ
れ
た
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部

の
時
代
、
源
融
の
亡
霊
諦
は
半
ば
伝
説
と
し
て
流
布
し
て
い

た
Jで
あ
ろ
う
。
紫
式
部
は
、
そ
の
伝
説
を
ふ
ま
え
て
、
六
条

御
息
所
の
怨
霊
話
（
夕
顔
が
物
の
怪
に
お
そ
わ
れ
た
話
）
を

創
っ
た
こ
と
は
卜
分
に
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
都
市
の
発
展
史
か
ら
平
安
京
を
み
る
と
、
右
京
は

湿
地
が
多
か
っ
た
た
め
、
左
京
が
早
く
か
ら
聞
け
た
。
中
で

も
貴
族
の
大
邸
宅
の
多
く
は
、
内
裏
に
も
近
い
三
条
以
北
に

集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
次
が
六
条
界
隈
t

い
わ
れ
、
平
安
後

し
ら
か
わ
い
ん

期
に
は
白
河
院
の
六
条
内
裏
が
営
ま
れ
た
例
も
あ
る
。
源
融

の
よ
う
な
有
力
な
貴
族
の
邸
宅
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
と

も
、
あ
る
い
は
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
く
に
六
条
京
極
あ
た
り
は
鴨
川
の
清
流
に
臨
み
、
東
山

を
間
近
に
し
た
風
光
明
婚
な
地
で
あ
り
、
ま
た
水
も
豊
富
に

湧
き
出
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
河
原
院
の
よ

う
な
、

中川道夫）

そ
し
て
光
源
氏
の
六
条
院
の
ご
と
き
、
趣
味
性
の
高

い
邸
宅
に
は
ふ
さ
わ
し
い
土
地
柄
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
河
原
院
の
敷
地
は
、
四
町
の
広
さ
が
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

光
源
氏
の
六
条
院
が
四
町
あ
っ
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
と
一
致
す
る
。
現
在
の
坪
数
で
い
え

ば
、
約
一
万
九
二
O
O
坪
に
も
及
ぶ
広
大
な
敷
地
で
あ
る
。

六
条
京
極
へ
の
立
地
と
い
い
、
そ
の
規
模
と
い
い
、
光
源

氏
の
権
勢
が
伝
説
の
左
大
臣
、
源
融
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
、
紫
式
部
は
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
や
で
あ
ろ
う
。

源融河原院跡（写真
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。
六
条
院
の
全
体
配
置

〈
敷
地
割
り
〉

う
ま
ぽ
お
と
ど

馬
場
の
大
殿
は
、
こ
な
た
の
廊
よ
り
見
通
す
、

程
遠
か
ら
ず
。

「
若
き
人
。々

渡
殿
の
戸
あ
け
て
物
見
ょ
や
。
左
の
つ
か
さ

〈
わ
ん
に
ん
て
ん
じ
ゃ
う

に
い
と
由
あ
る
官
人
多
か
る
頃
な
り
。
せ
う
せ
う
の
殿
上

び
と人

に
劣
る
ま
じ
」

（
蓋
）

光
源
氏
は
、
六
条
院
の
四
町
の
敷
地
を
四
つ
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
豪
壮
な
邸
宅
を
営
み
、
ゆ
か
り
の
女
性

た
ち
の
住
ま
い
と
し
た
。
当
時
、
実
在
し
た
院
や
邸
宅
の
中

す
ぎ
〈
い
ん

で
も
、
と
く
に
広
大
な
敷
地
を
も
つ
も
の
と
し
て
朱
雀
院
（
八

町
）
や
冷
泉
院
（
四
町
）
な
ど
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
敷
地
全
体
を
一
っ
と
し
て
使
用
し
て
い
る。

あ
え
て

六
条
院
と
の
類
似
を
探
せ
ば
、
『
宇
津
保
物
語
』に
あ
る
藤
原

き
さ
い
み
や

正
頼
の
三
条
大
宮
邸
（
元
后
の
宮
邸
）
が
、
四
町
を
四
つ
に

分
け
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
桧
皮
葺
き
ば
か
り
の
立
派
な
御

殿
を
建
て
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
四
つ
の
町
の
そ
れ
ぞ
れ
に

寝
殿
造
り
や
、
そ
れ
に

準
じ
る
御
殿
を
建
て
、
し
か
も
春
・

夏

・
秋
・
冬
t

四
季
の
風
情
を
込
め
た
町
と
し
て
い
る

。

こ

れ
は

『
源
氏
物
語
』

の
独
創
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
季
節
感
や

季
節
の
行
事
を
非
常
に
重
視
し
て
書
き
進
め
て
い
る
紫
式
部

の
手
法
が
、
建
築
的
発
想
に
も
及
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ

ク
心。

10 

で
は
、
六
条
院
は
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
四
つ
の
町

に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

。

敷
地
の
四
町
の
中
に
は
、
本
来
、
平
安
京
の
都
市
計
画
の

上
で
は
道
路
で
あ
っ
た
部
分
（当
時
の
富
小
路
と
楊
梅
小
路
）

も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

実
際
に
は
四
町
よ
り

幾
分
広
く
、
約

二
五
二
メ
ー

ト
ル
四
方
の
敷
地
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

こ
の
敷
地
を
四
つ
に
分
け
る
際
、
今
回
の
復
元
で

は
、
敷
地
内
を
南
北
に
通
る
富
小
路
は
、
東
側
の

町
（
東
南
、

東
北
の
町
）
が
取
り
込
ん
だ
も
の
ー
と
し
た。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

敷
地
の
東
端
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
馬
場
、
及
び
馬
場
殿
の
用

地
を
確
保
し
た

。

お
も
て

馬
場
と

馬
場
殿
に
つ
い
て
は
、
「
乙
女
」
巻
に
「
東
面
は
、

お
と
ど

分
け
て
馬
場
の
殿
つ
く
り
」
と
あ
り

、
ま
た

「
盆
」
巻
に
は

「
馬
場
の
大
殿
は
、
こ
な
た
の
廊
よ
り
見
通
す

、

程
遠
か
ら

は
る
ば
る

ず
」
「
（
馬
場
は
）
南
の
町
も
と
ほ
し
て
、
進
々
t

あ
れ
ば
」

と
あ
る

。

「
埜
」
巻
で
は
、
五
月
五
日
の
節
句
に
六
条
院
の
馬
場
で

競
射
が
行
な
わ
れ
、
中
将
が
左
近
衛
府
の
友
達
を
誘
っ
て
や

っ
て
来
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
光
源
氏
は
「
若
き
人
々
」

（若
い
K
房
た
ち
）
に
呼
び
掛
け
、
渡
殿
で
見
物
さ
せ
る
と

い
う
計
ら
い
を
し
た
の
で
あ
る

。

こ
の
場
面
か
ら
、
東
北
の

町
に
は
競
馬
見
物
の
た
め
の
馬
場
殿
、
が
あ
る
こ
と
、
馬
場
は

東
北
の
町
か
ら
東
南
の
町
へ
二
町
か
け
て
つ
く
ら
れ
て
い
た

こ

と
が
分
か
る

。

ま
た
敷
地
を
東
西
に
横
切
る
楊
梅
小
路
の
西
半
分
は
、
明

石
の
御
方
の
西
北
の
町
が
取
り
込
ん
だ
と
判
断
し
た
。
西
北

の
町
に
は
、
北
側
に
蔵
町
の

一
区
画
が
あ
っ
た
（

乙
女
）
か

ら
で
あ
る

。

し
た
が
っ
て
残
る
秋
好
中
宮
の
里
邸
で
あ
る
西

南
の
町
は
、
道
路
部
分
を
ま
っ
た
く
ふ
く
ま
ず
、
本
来
の

一

町
の
広
さ
と
し
た

。

（配
置
図
参
照
）
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〈
各
町
の
結
び
付
き
〉

こ
の
町
々
の
中
の
隔
て
に
は
、
塀
ど
も
廊
な
ど
を
、
と
か
く

け
近
く
、
を
か
し
き
あ
は
ひ
に
し
な
し

行
き
か
よ
は
し
て
、

給
へ
り
（
乙
女
）

「
中
の
廊
」に
つ
い
て

六
条
院
の
四
つ
の
町
は

そ
れ
ぞ
れ
が

完
全
に
独
立
し
て

機
能
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い。

「
乙
女L
巻
の
右
の
記
述
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
部
分
は
塀
で
隔
て
、
ま
た
各
建
物

は
長
い
渡
り
廊
下
で
結
ぼ
れ
て
い
た
。

こ

れ
に
よ
っ

て

六
条

院
の
各
町
の
調
和
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

光
源
氏
が
、
東
南
の
町
か
ら
ほ
か
の
町
の
御
殿
を
訪
ね
る



東南の町（行幸啓の図「藤裏葉」）

画・穂積和夫
12 

時
に
は
、
「
中
の
廊
」
と
呼
ば
れ
る
廊
下
を
渡
っ
て
歩
い
た
。

「
野
分
」
巻
に
、
光
源
氏
が
台
風
の
見
舞
い
に
各
町
の
女
性

た
ち
を
訪
ね
歩
く
場
面
が
あ
る
。
そ
の
順
序
は
、
紫
の
上
（
東

南
の
町
）
1

秋
好
中
宮
（
西
南
の
町
）
l

明
石
の
御
方
（
西

北
の
町
）
i

玉
撃
（
東
北
の
町
、
西
対
）
i

花
散
里
（
東
北

の
町
、
東
対
）1
明
石
の
姫
君
（
東
南
の
町
）
と
な
っ
て
い
る
。

秋
好
中
宮
の
も
と
か
ら
明
石
の
御
方
へ
と
向
か
う
場
面
で

は
、
「
こ
な
た
よ
り
や
が
て
北
に
通
り
て
、
明
石
の
御
方
を
見

や
り
給
へ
ば
」
（
野
分
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
南
の
町
か
ら

西
北
の
町
へ
と
直
接
行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
光
源
氏
が
各
町
を
廻
り
歩
く
場
面
は
、
も
う
ひ
と
つ
「
初

音
」
巻
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
訪
問
を
可
能
に
す
る

中
の
廊
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
、
各
御
殿
の
結
び
付
き
は

で
あ
る
。
帝
t

院
は
、
東
北
の
町
か
ら
中
の
廊
を
通
っ
て
東

南
の
町
へ
と
移
る
。
そ
の
途
中
、
「
山
の
紅
葉
い
づ
か
た
も
劣

ら
ね
ど
、
西
の
御
前
（
西
南
の
町
）
は
心
こ
t

な
る
を
、
中

の
廊
の
壁
を
く
づ
し
、
中
門
を
開
き
て
、
霧
の
隔
て
な
く
て

御
覧
ぜ
き
せ
給
ふ
」
と
あ
る
。
中
の
廊
は
、
外
側
が
壁
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
東
北
の
町
と
東
南
の
町
を

い
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
東
北
の
町
と
東

南
の
町
を
結
ぶ
中
の
廊
と
、
西
南
の
町
の
中
門
は
、
図
の
よ

13 

う
な
位
置
に
想
定
し
た

の
対
は
な
か
っ
た
）
。

（
こ
の
時
は
ま
だ
東
南
の
町
の
西

各
町
の
関
係

各
町
は
、
こ
う
し
た
渡
り
廊
下
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
た

わ
り
だ
が
、
と
く
に
関
係
が
深
い
の
は
、
東
南
の
町
と
東
北

の
町
で
あ
る
。
六
条
院
の
中
心
が
光
源
氏
の
住
む
東
南
の
町

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
東
北
の
町
に
は
、
そ

れ
を
補
助
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
玉
髪
」
の

巻
、
て
、
夕
顔
の
忘
れ
形
見
、
玉
翼
を
東
北
の
町
仁
住
ま
わ
せ

ふ
ど
の

る
時
、
西
の
対
が
文
殿
、
で
あ
っ
た
の
を
別
の
場
所
に
移
し
た

と
あ
る
。
こ
の
文
殿
は
、
六
条
院
全
体
の
施
設
で
あ
り
、
そ

れ
が
東
北
の
町
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
す
で
に
述
ぺ
た
冷
泉
帝
と
朱
雀
院
の
六
条
院
行
幸

啓
の
折
、
二
人
は
い
っ
た
ん
東
北
の
町
の
御
殿
に
入
ら
れ
て

準
備
を
整
え
て
か
ら
、
「
南
（東
南
の
町
）
の
寝
殿
に
移
り
お

結
ぶ
中
の
廊
の
壁
を
崩
し
、
さ
ら
に
西
南
の
町
の
中
門
を
聞

い
て
、
六
条
院
の
中
で
も
と
く
に
見
事
な
庭
の
紅
葉
を
お
見

せ
し
た
の
で
あ
る
。

配
置
図
に
示
し
た
よ
う
に
な
る
。

そ
の
こ
と
自
体
は
、
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
の

廊
か
ら
西
南
の
町
の
中
門
ま
で
は
、
復
元
し
て
み
る
と
か
な

り
の
距
離
が
あ
る
。
紅
葉
は
見
え
た
t

し
て
も
、
ほ
ん
の
わ

ず
か
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、

う
描
写
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

Y
フ
い

中
の
廊
に
つ
い
て
は
、
今
回
、
最
後
ま
で
議
論
の
対
象
と

ふ
じ

の
う
ら

ば

な
っ
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
ぞ
れ
は
「
藤
裏
葉
」
巻
で
、
紅
葉

の
美
し
い
季
節
に
冷
泉
帝
と
朱
雀
院
が
六
条
院
に
行
幸
啓
さ

れ
る
、
『

源
氏
物
語
』
の
中
で
も
と
り
わ
け
雅
趣
豊
か
な
場
面

こ
れ
を
め
？
っ
て
、
壁
を
崩
し
た
中
の
廊
や
、
中
門
の
位

置
に
つ
い
て
幾
度
も
検
討
し
直
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
門
の

わ
ず
か
な
隙
聞
か
ら
、
盛
り
の
紅
葉
を
見
せ
る
こ
と
こ
そ
、

そ
し
て
紫
式
部
の
独
自
の
美
学a

で
あ
っ
た
に
違

光
源
氏
の
、



は
し
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
東
南

ハ
レ
と
ケ
の
関
係
で
あ
る
。

の
町
と
東
北
の
町
に
お
け
る

つ
ま
り
東
南
の
町
は
表
向
き
、
東
北
の
町
は
内
向
き
（
家
政
・

事
務
所
）
の
役
割
を
も
ち
、
相
互
的
に
機
能して
い
た
の
で

あ
る
。こ

う
し
た
視
点
を
ふ
ま
え
て
、
今
回
の
復
元
で
は
、
東
南

の
町
と
東
北
の
町
と
の
間
に
は
大
袈
裟
な
塀
は
設
け
ず
、
築

山
や
樹
木
だ
け
の
隔
て
と
し
た
。
ま
た
両
町
の
雑
舎
群
の
大

半
を
一
つ
に
・
ま
と
め
、
東
北
の
町
の
北
側
に
あ
っ
た
も
の
と

推
定
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
西
北
の
町
と
西
南
の
町
は
比
較
的
独
立
し

て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
完
全
に
そ
う
な
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
t

え
ば
、
明
石
の
御
方
の
住
ま
い
で
あ

る
西
北
の
町
は
、
「
酉
の
町
は
、
北
面
築
き
分
け
て
、
み
蔵
町

な
り
」
（
乙
女
）
と
あ
る
よ
う
に
、
北
側
が
蔵
町
と
な
っ
て
い

こ
れ
は
機
能
的
に
は
六
条
院
全
体
の
倉
庫
群
と
い
え

、，

．
、
、
B

、

φ
人
品
川
村

る

ま
た
、
秋
好
中
宮
の
里
邸
、
で
あ
る
西
南
の
町
は
、
紫
の
上

の
東
南
の
町
I
C

池
が
つ
な
が
っ
て
い
た

。

「
胡
蝶
」
巻
は
、
春

の
宴
の
華
や
か
な
描
写
で
始
ま
る
が
、
そ
の
折
、
秋
好
中
宮

の
若
い
女
房
た
ち
が
着
飾
っ
て
船
に
乗
り
、
紫
の
上
の
御
殿

の
池
へ
訪
ね
て
来
る
場
面
が
あ
る

。

「
南
の
池
の
、
」
な
た
に
と
ほ
し
通
は
し
な
さ
せ
給
へ
る
を

小
さ
き
山
を
隔
て
の
関
に
見
せ
た
れ
E

そ
の
山
の
き
き
よ

り
こ
ぎ
ま
ひ
て
、
東
の
釣
殿
に
、
こ
な
た
の
若
き
人
々
集
め

か
ら
ふ
う
り

ゅ
う
と
う

げ
さ
し

山

さ
せ
給
ふ
」。

唐
風
に
装
っ
た
龍
頭
鶴
首
の
華
や
か
な
船
を

か
じ
取
り
の
童
子
に
も
唐
風
の
格
好
を
さ
せ
、

「
ま
こ
と
の
知
ら
ね
凪
に
来
た
ら
む
こ
こ
ち
し
て
、
あ
は
れ

池
に
浮
か
ぺ
、

に
面
向
く
」
春
の
宴
は
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
『

源
氏
物
語
』
の

中
で
も
、
と
り
わ
け
美
し
い
場
面
で
あ
る
。

そ
の
演
出
を
可

能
に
し
た
の
が
、

二
つ
の
池
の
つ
な
が
り
で
あ

っ
た
。
二
つ

の
池
の
聞
に
は
、
隔
て
の
山
が
あ
っ
て
普
段
は
見
え
な
い
よ

う
に
な

っ

て
い
る
が

、

山
の
向
こ
う
側
は
水
路
で
結
ぼ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

出
併
と
廊
、そ
し
て
隔
て
の
山
と
池
の
水

「
切
れ
て
い
る

す
場
で
あ
る
。

「
胡
蝶
」
巻
に
み
ら
れ
る
森
の
宴
の
際
に
、
秋

川
灯
中宵
の
女
房
た
ち
が
船
に
乗
っ
て
や

っ
て
来
た
の
が
、
東

の
釣
殿

Jで
あ
っ
た
。

カ
げ

西
の
釣
殿
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
後
の
話
に
な
る
が
、
「
蛸

ろ
う
か
し

b
g

蛤
」
巻
で
光
源
氏

の
子

（
｛
夫
は
柏
木
t

女
三
の
宮
と
の

子
）

か
必
る

京
の
大
将
が
、
六
条
院
の
釣
殿
で
休
ん
だ
後
、
丙
の
渡
殿
に

い
た
女

一
の
買
を
か
い
ま
見
る
場
面
が
あ
る

。

こ
の
時
の
釣

殿
は
、
文
脈
か
ら

い
っ

て
西
の
釣
殿
で
あ
っ
た
と
い
え
る

。

こ
れ
も

後
の
増
築
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
に

は
、
丙
の
釣
殿
の
増
築
、
あ
る
い
は
そ
の
契
機
と
な
り
う
る

話
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
東
南
の
町
が
六
条
院
の
中

心
で
あ
る
こ
t

か
ら

も

、

ψ「
，
初
から
あ

っ
た
も
の
と
想
定
し

た
。

ま
た
、
光
源
氏
の
身
分
の
高
さ
か
ら

み
て
、
中
門
近
く
に

は
侍
所
、
車
寄
な
ど
が
あっ
た
と
推
定
し
た
。

護
衛
の
武
上
た

ち
が
詰
め
る
侍
所
は
、
名
町
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

。

ぬ
り
ご

的

と
こ
ろ
で
今
回
、
懸
案
と
な
っ
た
ひ
と
つ
に
、

塗
龍
、
が
あ

も
や

っ
た
。
塗
簡
は
、
母
屋
の

一
隅
を
壁
で
権
り
込
め
、
納
戸
あ

る
い
は
寝
室
と
し
て
使
用
す
る
部

屋
で
あ
る
。

寝
殿
造
り
の

舟
尾
に
は
か
な
ら
ず
あ

っ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
『
源
氏

物
語
』
の
L

ハ
条
院
に
関
す
る
記
述
の
中
に
は

実
は

一
度
も

ょ
う
で
、
つ
な
が
っ
て
い
る

」
こ
う
し
た
断

続
の
微
妙
な
パ

ラ
ン
ス
は
、
六
条
院
の
大
き
な
建
築
的
特
徴
と
い
え
る

。
と

同
時
に
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
美
意
識
の
一
端
に
も
触
れ
る

よ
う
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
感
性
は
、
六
条
院
全

体
の
構
成
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

。
各
町
の
建
物
に
つ
い
て

〈
東
南

（
春
）
の
町
〉

春
の
お
と
ど
の
お
前
、

と
り
分
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
う

ち
の
仁
は
ひ
に
吹
き
ま
が
ひ
て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ

ゆ

（
初
音
）

光
源
氏
と
紫
の
上
の
住
む
東
南
の
町
は
、
春
の
町
て
あ
っ

た
。

「
乙
女
」
巻
に
「
南
の
東
は
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数

を
つ
く
し
て
植
ゑ
、
池
の
さ
ま
面
白
く
す
寸
れ
て
、
お
前
近

き
前
栽
、
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
つ
つ
じ
な
ど

ゃ
う
の

、

春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
て
、
秋
の
前

栽
を
、
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

春
を
愛
で
る
庭
が
造
ら
れ
て
い
た

。

そ
の
御
殿
は
六
条
院
の
中
心
で
あ
り
、
重
要
な
行
事
の
大

半
は
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た

。

冷
泉
帝
t

朱
雀
院
の
六
条
院
行

幸
啓
の
際
、
晴
れ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
も
東
南
の
町
の
寝
殿

で
あ
る
。

こ
う
し
た
重
要
な
行
事
の
場
で
あ
り
、
ま
た
権
勢

並
ぶ
も
の
な
き
光
源
氏
の
住
ま
い
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
東

南
の
町
の
御
殿
は
き
わ
め
て
壮
麗
な
寝
殿
造
り
で
あ
っ
た

こ

と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く

。

『

源
氏
物
語
』
の
記
述
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
「
初音
」

お
と
こ

ど
う
か

さ
い

ば
ら

巻
で
男
踏
歌
（
正
月
十
四
日
、
四
位
以
下
の
人
々
が
催
馬
楽

を
歌
い
な
が
ら
、
終
夜
貴
紳
の
家
を
回
り
あ
る
く
行
事
）
が

六
条
院
に
や

っ

て
来
る
場
面
で
、
「
左
右
の
対
、
渡
殿
な
ど

に
、

御
局
し
つ
つ
お
は
す
」
と
あ
り
、
見
物
の
た
め
の
席
を

左
右
の
対
に
も
設
け
た
と
さ
れ
て
い
る

。

こ
れ
に
よ
っ
て
東

南
の
町
に
は
寝
殿
を
中
心
に
、
東
t

西
の
対
屋
が
整
っ
て
い

登
場
し
な
い

。

二
条
院
で
は
、
「
南
東
の
戸
を
あ
け
て
お
は
し
ま
す

。

寝
殿

の
丙
の
塗
龍
な
り
け
り
」
（
御
法
）
と
あ
り
、
ま
た

一
条
御
息

所
の
住
む
小
野
の
山
荘
で
は
「
中
の
塗
能
の
戸
あ
け
あ
は
せ

て
渡
り
給
へ
る
」
（
タ
霧
）
、
女二
の
富
の
居
る

一
条
富
で
も

「
人
か
よ
は
し
給
ふ
塗
績
の
北
の
口
よ
り
、
入
れ
奉
り
て
け

り
」
（
タ
霧
）
と
あ
り
、
そ
の
存
在
は
疑
い
も
な
い。
と
こ
ろ

が
六
条
院
に
関
し
て
は
、

能
の
記
述
が
な
い
。

ド
ζ

の
町
に
つ
い
て
も
ま

っ
た
く

塗

そ
こ
で
実
在
し
た
建
物
に
塗
鑓
の
な
い
例
を
探
し
て
み
る

し
し
ん

で
ん

と
、
現
在
の
紫
寝
殿
に
は
塗
能
が
な
い

。

太
田
静
六
博
士
が

ほ
q

か
わ
ど
の

研
究
さ
れ
た
堀
河
殿
の
寝
殿
に
も
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は

さ
と
だ
い
り

当
初
か
ら
里
内
裏
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

る
い
じ
ゅ
う
ぎ
つ
よ
う
し
よ
う

う
。

ま
た
、

『
類
取
水
雑
要
抄
』
巻
第
二
の
寝
殿
指
図
を
み
る

t

、
そ
こ
に
も

塗
龍
が
描
か
れ
て
い
な
い
例
も
あ
る。

塗
縫
が
、
歴
史
的
に
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、

寝
殿
造
り
に
不
可
欠
の
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る

。

さ
ら
に
紫
式
部
の
記
述
を
検
討
す
る
と
、
東
南
の
町
の
寝
殿

の
場
合
、
当

初
は
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
が
、
そ
し
て
後
半

に
は
女
三
の
』
固
と
明
石
の
姫
君
が
同
居
し
て
い
た
の
で
、
塗

龍
を
つ
く
る
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
の
余
裕
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
六
条
院
に
は
塗
龍
が
な
か
っ
た
も
の

「源氏物語絵巻 ・ 鈴虫」一 （部分）／五島美術館蔵

と
し
て
復
元
し
た

。

一
万
、
寝
殿
造
り
は
庭
に
関
し
て
も
ま
だ
不
明
の
部
分
が

多
く
あ
る
。

池
の
形
態
に
し
て
も
、
大
陸
、
半
島
の
影
響
を

受
け
た
四
角
形
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
’
と
す
る
説
も
あ

る
。

し
か
し

『
源
氏
物
語
』

に
は
記
述
が
な
く
、
光
源
氏
の

時
代
に
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き

な
い
が
、
こ
こ
で
は
絵
巻
な
E

仁
み
ら

れ
る
従
来
の
イ
メ
ー

ジ
を
活
か
す
よ
う
に
し
た

。

や
り
み
ず

ま
た
、
池
に
注
「
遣
水
に
つ
い
て
は
、
「
若
菜
・

土
」

巻
仁

「
寝
殿
の
東
面
（
中
略
）
、
や
り
水
な
ど
の
ゆ
き
あ
ひ
は
れ
て
」

う
め
が
え

と
あ
り
、
さ
ら
に
「
梅
枝
」
巻
に
「
西
の
渡
殿
の
下
よ
り
出

み
ぎ
は
近
う
埋
ま
せ
給
へ
る
を

」
と
あ
る
。
『

源
氏
物

す
ず
む
し

語
絵
巻
・

鈴
虫
』
第
一
段
に
も
、
出
家
し
た
女
三
の
宮
が
住

づ
る
、

た
こ
と
が
分
か
る

。

寝
殿
造
り
と
い
う
と
、
一
般
に
東
西
の
対
屋
が
揃
っ
て
い

る
の
が
当
然
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、

実
在
し
た
邸
宅
は
か
な

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

『
年
中
行
事
絵
巻
』
に
み
ら
れ
る

と

う

さ
ん
じ
よ

う
一
ピ
町
し
よ
う
ゅ
う
き

藤
原
道
長
の
東
三
条
殿
は
東
対
の
み
で
あ
り
、

『

小
右
記
』

さ
ね
す
け
お
町
円
み
や

の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
右
大
臣
藤
原
実
資
の
小
野
宮
に
は
、

東
対
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、

初
期
仁
は
揃
っ
て
い
た
東
西
の
対
屋
が
、
次
第
に
簡
略
化
さ

れ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
理
想
的
な
邸

宅
で
あ
る
六
条
院
で
は
、
当
然
、
東
西
の
対
が
揃
っ
て
い
る

べ
き
だ
と
、
紫
式
部
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

東
西
の
対
屋
の
う
ち
、
東
の
対
は
玄
関
（
中
門
）
に
近
く
、

接
客
空
間
と
し
て
の
役
割
が
高
い
こ
と
を
考
慮
し
、
東
側
に

柱
間
一
間
延
ば
し
、
孫
庇
を
も
っ
形
態
と
し
た
。
こ
れ
は
、

っ
ち
み
か
ど
ど

の

藤
原
道
長
の
土
御
門
殿
、
東
三
条
殿
の
例
に
な
ら
っ
た
も
の

で
も
あ
る

。

ま
た
西
の
対
は
、
「
若
菜
・
上
」
巻
に
お
い
て
、
朱
雀
院
の

姫
君
、
女
三
の
宮
が
六
条
院
に
降
嫁
さ
れ
た
折
、「
若
菜
参
り

し
西
の
放
出
で
に
、
御
帳
立
て
て
、
そ
な
た
の
一
二
の
対
、

14 

渡
殿
か
け
て
、
女
房
の
局
々
ま
で
、

こ
ま
か
に
し
つ
ら
ひ
磨

か
せ
給
へ
り
」
と
あ
り
、
対
屋
が
二
つ
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

に
し

に
の
た
い

西
二
対
に
つ
い
て
は
、
「
若
菜
」
巻
ま
で
ま
っ
た
く
記
述
が
な

い
の
で
、
六
条
院
造
営
当
時
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
、
女
三

の
宮
の
た
め
に
増
築
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然

で
あ
る

。

そ
こ
で
東
南
の
町
の
御
殿
は
、
ま
ず
寝
殿
を
中
心
に
東
西
の

対
を
も
っ
寝
殿
造
り
の
標
準
形
を
配
し
、
の
ち
に
土
地
に
余

裕
の
あ
る
西
対
の
後
方
（
北
側
）
に
、
西
二
対
を
増
築
し
た

形
と
し
た

。

北
の
対
に
つ
い
て
は

記
述
は
な
い
。
し
か
し

光
源
氏

の
二
条
東
院
に
は
あ
っ
た

こ
と
か
ら

六
条
院
に
も
北
の
対

（
後
述
す
る
よ
う
に

は
あ
っ
た
も
の
と
想
定
し
た

町
、
東
北
の
町
に
も
北
の
対
を
置
い
た
）
。

東
西
の
対
屋
か
ら
伸
び
た
中
門
廊
の
南
端
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
釣
殿
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
釣
殿
は
、
池
の
中
、
あ
る

い
は
池
畔
に
あ
り
、
夏
に
涼
を
と
っ
た
り
、
小
さ
な
宴
を
催

西
南
の

む
寝
殿
の
西
面
の
渡
殿
近
く
を
、
石
組
の
遣
水
、
が
流
れ
て
い

る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
東
南
の
町

に
は
東
西
両
方
の
波
殿
の
下
を
遣
水
が
流
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

池
に
注
い
で
い
る
も
の
と
し
た

。

な
お
、
近
年
発
掘
調
査
、

復
元
さ
れ
た
平
泉
の
毛
越
寺
は
、
平
安
時
代
の
貴
重
な
浄
土

庭
園
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
庭
園
の
造
水
を
参
考
と
し
た

。

〈
東
北
（
夏
）

の
町
〉

北
の
東
は
、
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
蔭
に
よ
れ
り
。

前
近
き
前
栽
、
呉
竹
、
下
風
涼
し
か
る
べ
く
、
木
高
き
森
の

や
う
な
る
木
ど
も
木
深
く
面
白
く
、
山
里
め
き
て
：
・
（
乙
女
）

国
な
ち

る
さ
と

東
北
の
町
は
、
花
散
里
の
預
か
る
夏
の
町
で
あ
る
。
花
散

里
は
、
第

一
級
の
寝
殿
造
り
で
あ
る
二
条
東
院
を
預
か
っ
て

い
た
だ
け
に
、
六
条
院
の
こ
の
町
の
御
殿
も
、
そ
れ
な
り
の

規
模
を
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
饗
火
」
巻
に
「
東
の
対
の
方
に
、
面
白
き
笛
の
音
、
事

に
吹
き
あ
は
せ
た
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
玉
髪
L

巻
に

「
丑

と
均
ふ
ど
の

寅
の
町
の
西
の
対
、
文
殿
に
で
あ
る
を
L

と
あ
り
、
東
西
の

対
屋
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
北
の
対
に
つ

い
て
は
、
東
南
の
町
と
同
様
に
あ
っ
た
も
の
と
し
た
。

東
の
対
か
ら
は
中
門
廊
が
伸
び
、
そ
の
南
端
に
東
の
釣
殿

が
あ
っ
た
。

「
常
夏
」
巻
は
、
「
い
と
あ
っ
き
円
、
東
の
釣
殿
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に
出
で
給
ひ
て
涼
み
給
ふ
」
と
い
う
夏
の
口
の
描
写
で
始
ま

る
が
、
光
源
氏
は
こ
の
後
、
西
の
対
の
玉
髪
を
訪
ね
て
い
る

こ
l
ζ

か
ら
、
文
中
の
東
の
釣
殿
は
東
北
の
町
の
建
物
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
北
の
町
に
池
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
藤

裏
葉
」
の
六
条
院
行
幸
啓
の
折
、
光
源
氏
の
演
出
で
帝
と
院

に
そ
れ
と
な
く
鵜
飼
を
お
み
せ
し
た
場
面
か
ら
知
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
東
の
釣
殿
は
そ
の
池
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
す
で
に
述
、
べ
た
よ
う
に
、
東
北
の
町
に
は
馬
場
殿
が

あ
り
、
東
端
に
は
東
南
の
町
ま
で
通
し
て
馬
場
が
あ
っ
た

。

さ
ら
に
敷
地
の
北
側
に
は
、
東
南
の
町
t

東
北
の
町
を
兼
ね

た
雑
舎
群
を
配
置
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

。

, 



〈
西
南
（
秋
）
の
町
〉

中
宮
の
御
町
を
ば
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
の
色
こ
か
る
べ
き

植
ゑ
木
ど
も
を
植
ゑ
て
、
泉
の
水
遠
く
す
ま
し
、
や
り
水
の

音
ま
さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
お
と
し
て
、
秋
の
野
を
造

か
に
作
り
た
る
、
そ
の
頃
に
あ
ひ
て
、
盛
仁
咲
き
乱
れ
た
り

（
乙
女
）

あ
き
こ
の
む

西
南
の
町
は
、
秋
好
中
宮
の
好
き
な
秋
を
楽
し
む
た
め
の

庭
を
も
っ
御
殿
で
あ
る
。
「
藤
裏
葉
」
の
行
幸
啓
の
折
、
冷
泉

帝
と
朱
雀
院
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
中
の
廊
の
壁
を
崩
し
、
中

門
を
聞
い
て
、
西
南
の
町
の
築
山
の
紅
葉
を
み
せ
る
演
出
を

し
た
こ
と
は
す
で
に
述
ぺ
た
が
、
西
南
の
町
の
秋
の
風
情
は
、

そ
れ
ほ
ど
見
事
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

建
物
に
関
す
る
記
述
を
追
う
と
、
「
若
菜・
上
」
巻
に
寝
殿

が
、
ま
た
「
野
分
」
巻
に
東
の
対
の
描
写
が
み
ら
れ
る
。
し

か
し
、
西
南
の
町
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
デ
ィ
テ
ー
ル
の
読

み
取
り
よ
り
も
、
ま
ず
秋
好
中
宮
の
身
分
が
重
要
と
な
る
。

冷
泉
帝
の
皇
后
で
あ
る
秋
好
中
宮
は
、
臣
籍
に
）
ゃ
っ
た
光
源

氏
よ
り
も
身
分
が
高
い
。
六
条
院
の
主
人
は
光
源
氏
だ
が
、

こ
の
身
分
差
を
考
え
る
と
、
西
南
の
町
の
御
殿
は
、
東
南
の

四
、

町
よ
り
も
格
が
上
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
今
回
は
、
東
南

の
町
と
西
南
の
町
の
御
殿
の
規
模
は
、
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
同

格
と
考
え
た
。

玉
上
氏
は
、
秋
好
中
宮
の
身
分
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
こ

の

西
南
の
町
を
六
条
院
に
お
け
る
寝
殿
造
り
の
基
本
形
と
し
た

い
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
敷
地
は
一
町
ち
ょ
う
ど
と
し
、

建
物
に
つ
い
て
は
格
式
を
重
ん
じ
、
寝
殿
を
中
心
に
東
西
及

び
北
の
対
を
も
ち
、
や
は
り
東
西
の
釣
殿
を
整
え
た

、

秋
好

中
宮
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
の
寝
殿
造
り
を
再
現
し
た
。

ま
た
西
南
の
町
の
庭
に
は
、
滝
が
あ
っ
た
1
ζ

い
う
。
こ
れ

は
「
乙
女
」

巻
に
「
泉
の
水
遠
く
す
ま
し

、
や
り
水
の
音
ま

さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
お
と
し

て
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

泉
の
水
を
遠
く
ま
で
ひ
き
、
そ
の
先
に
あ
っ
た
と
解
釈
で
き

る
。

し
た
が
っ
て
建
物
か
ら
遠
く
、
池
に
近
い
位
置
と
考
え

‘,.

O 
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 〈

西
北

（
冬
）
の
町
〉

西
の
町
は
、
北
面
築
き
分
け
て
、

へ
だ
て
の

み
蔵
町
な
り

。

垣
に
松
の
木
し
げ
く
、

雪
を
も
て
あ
そ
ば
む
た
よ
り
に
ょ
せ

り

（
乙
女
）

東
南
の
町
に
お
け
る
「
寝
殿
造
り
」
の
構
造

ハ
条
院
の
寝
殿
造
り
は
、
ど
の
よ
う
な
建
築
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
主
と
し
て
東
南
の
町
の
建
物
を
検
討
し
、
次
の
よ

う
に
怨
定
す
る
と
と
も
に
、
図
面
に
よ
る
復
元
を
試
み
た

。

①
平
面
規
模

③
主
要
建
造
物

・

寝
殿

七
間
四
面
（
母

っ
く
）
＋
北
孫
庇

・
対
屋
（
東
丙
）
五
間
四
面
十
広
庇

七
問

阿
周
に
庇
が

j度
殿

南北
側側

透：母
渡t 屋
殿~＋
（北
単庇
廊

⑥
柱
間
（
柱
と
柱
の
間
隔
）

寝
殿

母
屋
二
・
七
メ
ー
ト
ル

庇
三
・
六
メ

ー
ト
ル

対
屋

母
屋
二
・
四
メ
ー
ト
ル

庇
三
・

O
メ

？
l
I
F

レ
P

/ 

そ
の
他

二
・
四
メ
ー
ト
ル

・
お
お
き
な
る
対
（
丙
北
の
町
）

三
・

0
メ
ー
ト
ル

寝
殿
造
り
の
邸
宅
に
は
、
柱
聞
の
寸
法
に
一
定
の
基
準
が

な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
建
物
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
大
き
さ

が
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
母
屋
と
庇
の
聞
で
も
、
一

聞
の
幅
に
違
い
が
あ
る
場

A
nも
よ
く
あ
る

。

そ
れ
だ
け
に
柱

間
寸
法
を
決
め
る
の
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る

。

今
回
は
、
平
安
京
の
わ
ず
か
な
邸
宅
遺
構
で
あ
る
右
京
一

条
三
坊
九
町
（
平
城
京
の
貴
族
の
住
宅
様
式
の
延
長
に
あ
る
と

さ
れ
る
住
宅
）
、
及
び
右
京
六
条一
坊
五
町
（
九
世
紀
中
頃
の
邸

宅
、
現
・
京
都
リ
サ
ー
チ
パl
ク
）
な
ど
の
発
掘
調
査
報
告
の

資
料
を
基
に
、
各
寸
法
を
推
定
し
た
（

二
四
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

ま
た
西
北
の
町
の
「
お
は
き
な
る
対
」
に
つ
い
て
は
、
御

所
の
紫
寝
殿
の
柱
聞
が
桁
行
十
尺
（
約三
メ
ー
ト
ル
）
で
あ

る
こ

t

か
ら
、
そ
れ
を
超
え
な
い
程
度
を
想
定
し
た
。

津
田
名
垂
の
『
家
屋
雑
考
』

に
は
「
寝
殿
の
造
り
方
は
、

大
抵
七
間
四
面
を
常
法
と
す

。

或
は
五
問
、
或
は
十
二
聞
な

ど
も
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
あ
り
、
七
間
四
面
を
標
準
と
し
て

い
た
。
実
在
し
た
上
級
貴
族
の
邸
宅
の
研
究
や
、
京
都
御
所

の
紫
震
殿
（
江
戸
期
）
と
の
比
較
か
ら
い
っ
て
も
、
光
源
氏

の
寝
殿
と
し
て
は
七
間
四
面
が
妥
当

・
と
考
え
た。

も
や

七
間
四
面
と
は
、
正
面
七
聞
の
母
屋
を
中
心
に
、
そ
の
四

υ
き
し
ま

周
に
庇
の
聞
が
つ
く
規
模
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
は
、

す
町
二
え
ん

高
欄
を
め
ぐ
ら
せ
た
五
尺
幅
の
盤
以
子
縁
が
つ
い
て
い
る
。

対
屋
は

五
間
四
面
に
広
庇
を
も
っ
規
模
と
し
た
が
、
東

②
立
面
規
模

③
床・

総
板
敷

・

床
の
レ
ベ
ル

母
屋
と
庇
の
聞
は
同
レ
ベ
ル

笹
子
縁
は
庇
の
間
よ
り
一
段
低
い

孫
庇
は
庇
の
間
よ
り

一
段
低
い

今
阿
、
非
常
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
六
条
院
・

東
南
の

町
の
寝
殿
に
お
け
る
、
床
の
レ
ベ
ル
で
あ
る

。

有
職
故
実
で

は
、
母
屋
は
庇
の
間
よ
り
一
段
高
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

ひ
さ
し

津
田
名
垂
の
『
家
屋雑
考
』
で
も
、
「
母
屋
は
府
よ
り
少
し
高

し
」
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
『

源
氏
物
語
絵
巻
・

柏
木
』

第
三
段
に
描
か
れ

た
柱
t

床
、
畳
t

の
関
係
を
詳
細
に
み
て
い
く
t

、
窓
外
に

も
母
屋
と
庇
の
聞
の
床
が
同
レ
ベ
ル
な
の
で
あ
る

。

こ
の
場

か
い
わ
い

面
は
、
光
源
氏
が
五
十
の
祝
（
誕
生
後
五
十
日
め
の
祝
い
）

を
迎
え
た
薫
を
抱
く
有
名
な
も
の
だ
が
、
場
所
は
東
南
の
町

の
寝
殿
で
、
母
屋
、
庇
、
賛
子
縁
と
連
続
し
た
空
聞
が
み
ら

れ
る
。

そ
の
絵
の
中
に
は
、
母

屋
と
庇
の
聞
と
の
床
の
段
差

が
描
か
れ
て
い
な
い
。

そ
の
直
前
の
「
柏
木
」
第
二
段
に
は
、
病
に
伏
す
柏
木
が

あ
き
ら
か
に
一
段
高
い
母
屋
に
臥
せ
っ
て
い
る
の
で
、
柏
木

の
邸
宅
で
は
母
屋
と
庇
の
聞
の
床
に
段
差
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。

反
対
に
「
鈴
虫
」
第
二
段
で
、
光
源
氏
や
タ
霧
が
冷

泉
院
を
訪
れ
て
月
見
の
宴
を
聞
く
場
面
を
み
る
と
、
母
屋
と

「源氏物語絵巻・柏木」三 （部分）／徳川繁明会蔵

庇
の
聞
の
床
は
同
レ
ペ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
源
氏

物
語
絵
巻
』

の
絵
師
は
、
は
っ
き
り
と
そ
の
違
い
を
描
き
分

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

絵
巻
の
ほ
か
に
、
実
在
の
建
物
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
と
、

御
所
の
紫
寝
殿
や
清
涼
殿
も
や
は
り
母
屋
か
ら
庇
の
間
へ
と

続
く
床
が
同
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
現
在
の
紫
｛
辰
殿
と
清
涼
殿

う
ら

ま

っ

こ
ぜ
ん

は
、
有
職
故
実
に
精
通
し
た
公
家
の
裏
松
田
禅
が
著
わ
し
た

『
大
内
裏
図
考
証
』

に
基
づ
い
て
、
江
戸
時
代
に
再
建
き
れ

た
建
築
で
あ
る
。

光
源
氏
の
時
代
と
は
相
当
の
聞
き
は
あ
る

が
、
江
戸
期
に
内
裏
の
復
元
を
指
導
し
た
人
た
ち
は
、
母
屋

と
庇
の
聞
の
床
が
同
レ
ベ
ル
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る

冬
の
雪
や
、
朝
霜
む
す
ぶ
景
色
を
楽
し
む
西
北
の
町
は

、

あ
か
し
お
ん
か
た
す
ま
あ
か
し

明
石
の
御
方
の
住
ま
い
で
あ
る
。
光
源
氏
が
須
磨
、
明
石
に

流
さ
れ
て
い
た
折
の
女
性
で
あ
る
明
石
の
御
方
は
、

お
お

い

明
石
入
道
の
経
済
力
を
背
景
と
し
て
大
堰
の
里
に
自
分
の
居

そ
の
父
、

を
構
え
て
い
た
が

六
条
院
の
造
営
に
伴
っ
て
西
北
の
町
に

移
っ
て
き
た
。そ

の
建
物
は
い
わ
ゆ
る
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な

寝
殿
造
り
で
は
な
い
。
「
若
菜
・

上
」
巻
に
、
懐
妊
し
た
明
石

の
姫
君
が
、
出
産
の
た
め
に
母
親
（
明
石
の
御
方
）
の
い
る

西
北
の
町
へ
と
移
る
場
面
が
あ
る
ご
か
の
明
石
の
御
町
の
中

の
対
に
渡
し
奉
り
給
ふ
。
こ
な
た
は
た
だ
お
は
き
な
る
対
二

つ
、

廊
ど
も
な
む
廻
り
て
あ
り
け
る
に

・
：
」

と
あ
り
、
こ
こ

の
御
殿
は
寝
殿
が
な
く
、
大
き
な
対
屋
が
二
つ
だ
け
並
び
、

渡
り
廊
下
が
め
「
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
明
石
の
御
方
の

身
分
が
、
ほ
か
の
町
の
夫
人
た
ち
よ
り
も
低
い
た
め
だ
が
、

し
か
し

、

紫
式
部
は
『

源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
身
分
の
違

い
を
は
っ
き
り
と
建
築
面
に
も
描
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分

か
る
。

16 

西
北
の
町
に
は

、

北
側
を
区
切
り
倉
庫
群
の
立
ち

並
ぶ
一
郭
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
ー
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、

南
の
町
の
東
の
対
に
東
孫
庇
の
つ
く
こ
と
は
、
す
で
に
述
ペ

た
通
り
で
あ
る

。

北
側
は
女
房
た
ち
の
局
を
設
け
ら
れ
る
母

尾
の
あ
る
形
式
と
し
た

。

ま
た
、
南
側
の
渡
殿
は
い
わ
ゆ
る

そ
ぱ

L

渡
り
廊
下
の
形
式
で
、
西
対
寄
り
は
反
り
橋
と
し
た
。
こ
れ

は
「
乙
女
」
巻
に
、
秋
好
中
宮
の
お
使
い
の
童
が
、
「
廊
、
渡

殿
の
反
り
橋
を
」
渡
っ
て
、
紫
の
上
の
い
る
寝
殿
に
や
っ
て

来
た
と
の
記
述
か
ら
で
あ
る

。

渡
殿
の
う
ち
、

こ
う
し
た
渡
殿
の
反
り
橋
は
、

ね
λ
じ
ゅ
う
ぎ
よ
う
じ
え
ま

さ

『
年
中
行
事
絵
巻

』

も

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
建
築
史
の
面
か
ら
は
、
母
屋
と
庇
の
聞
の
床
を
同
レ
ベ
ル

と
す
る
説
も
あ
る
が
、
『

源
氏
物
語
絵
巻
』
を
見
る
か
ぎ
り
、

床
の
レ
ベ
ル
に
は
段
差
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
が
あ
っ

た
’
」
と
に
な
る
）
。

い
ず
れ
に
せ
よ

一
0
0
0
年
を
経
た
『
源
氏
物
語
絵
巻
』

の
中
に
、
有
職
故
実
の
常
識
を
覆
す
可
能
性
を
発
見
し
た
こ

と
は

一
つ
の
驚
き
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
の
六
条
院
の
復

元
で
は
、
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
表
現
に
し
た
が
い
、
母
屋
と

庇
の
聞
の
床
に
つ
い
て
は
同
レ
ベ
ル
と
想
定
し
た

。

ま
た
北
の
対
は
、
建
物
の
床
が
土
間
形
式
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。

光
源
氏
の
六
条
院
の
時
代
が
ど
う
で
あ
っ
た
か

一
方
、
皇
内
裏
と
し
て
使
わ
れ
た
堀
河
殿
の

は
不
明
だ
が
、

女
房
曹
司

（
女房
た
ち
の
部
屋
）
に
あ

て
た
と
す
る
文
献
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
北
の
対
も

ほ
か
と
同
様
仁
板
敷
を
採
用
し
た。

北
の
対
に
つ
い
て
、

⑤
軒
高

、

床
高

・
軒
高寝

殿

・
床
高寝

殿

17 

約
四
・

六
三
メ
ー

ト
ル

約
一
・

二
メ
ー

ト
ル

寝
殿
造
り
の
殿
舎
は
、
一
般
に
軒
高
が
あ
ま
り
高
く
な
く
、

屋
根
勾
配
も
緩
や
か
で
あ
っ
た
t

さ
れ
て
い
る
。
法
隆
寺
の

聖
徳
太
子
絵
伝
（
十
一
世
紀
半
ば
）
に
残
る
平
安
期
の
建
物

を
み
て
も
、
そ
う
し
た
印
象
を
受
け
る
（
二
四
ペ
ー
ジ
参
照
）。

床
高
に
つ
い
て
は
、
『
家
屋雑
考
』

に

「

正
面
に
階
あ
り
。

ご
し
な
の
か
い
で
す
り

五
級
階
の
左
右
に
も
欄
あ
り
」
と
あ
り
、
通
常
は
寝
殿
の
正

面
に
五
段
の
階
段
が
付
い
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を

推
察
の
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
た

。

貴
族
の
邸
宅
は
、
奈
良
期
に
は
大
陸
風
の
椅
子
と
ベ
ッ
ド

の
生
活
も
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
平
安
期
に
な
る
と
座
る
様

式
へ
と
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
軒
高
が
低
く
、
屋
根
勾
配

も
緩
や
か
に
な
っ
て
き
た
と
す
る
建
築
史
の
見
方
も
あ
る

。

し
か
し
、
寝
殿
造
り
の
軒
高
、
床
高
な
E

に
つ
い
て
は
、
正

確
な
規
範
と
な
り
う
る
資
料
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い

。

, 
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こ
こ
で
は
文
献
、
絵
巻
物
の
ほ
か
、
法
隆
寺
聖
徳
太
子
絵
伝
、

平
安
期
の
面
影
を
残
す
と
伝
え
ら
れ
る
宇
治
上
神
社
拝
殿
、

春
日
大
社
着
到
殿
な
E

を
参
考
に
し
つ
つ
、
建
築
的
に
み
て

安
定
感
の
あ
る
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
た

。

③
材
質
と
仕
様

③
柱

桧
（
雑
舎
は
杉
）

直
径
三
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
丸
、
紅

葉
木
の
掘
立
柱

右
京
六
条

一
坊
五
町
の
発
掘
調
査
現
場

、

て
は
、
径

一
尺
の

桧
の
丸
柱
の
柱
根
（
掘
立
柱
）
が
発
見
さ
れ
て
い
る

。

ま
た

主
要
な
建
物
に
は
桧
、
そ
の
ほ
か
は
杉
材
を
使
用
し
て
い
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る

。

こ
の
発
掘
調
査
を
担
当
さ
れ
た
杉
山

信
三
氏
（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
所
長
）
か
ら
ご
助言

を
戴
き
、
ま
た
絵
巻
関
係
を
調
査
し
、
右
記
の
よ
う
に
想
定

し
た
。 ・

材
質

・
寸
法

・
様
式

⑥
屋
根

い
り
む
や

入
母
屋
造
り

き

り
づ
ま
す
が

る

は
ふ

切
妻
造
り
、
槌
破
風

切
妻
造
り

屋
根
の
部
材
に
つ
い
て
は
、
『
家
屋
雑
考
』
そ
の
他
の
資
料

か
ら

、
寝
殿
や
対
屋
は
桧
皮
葺
と
し
、
屋
根
項
部
に
ノ
シ
瓦

を
載
せ
る
形
態
t

し
た
。

桧
皮
葺
と
は
、
桧
の
樹
皮
を
一
尺
五
寸
か
ら
二
尺
の
長
さ

に
切
っ
た
も
の
を
、
葺
き
足
（
重
ね
目
）

寝
殿

。
わ
だ
よ
き

桧
皮
葺

対
屋

桧
皮
葺

・
雑
舎

板
葺

一
寸
五
分
は
E

で

五
、
六
条
院
の
モ
デ
ル
と
工
期

紫
式
部
の
描
い
た
六
条
院
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
り
、

細
部
に
も
意
識
が
及
ん
で
い
る。
ま
た
、
「
小
障
子
の
か
み
よ

り
、
妻
戸
の
あ
き
た
る
隙
」
を
の
ぞ
い
た
と
い
っ
た
よ
う
に
、

経
験
し
た
者
、
知
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
微

妙
な
描
写
も
か
な
り
み
ら
れ
る

。

そ
こ
で
立
地
の
モ
デ
ル
が

源
融
の
河
原
院
で
あ
っ
た
t

想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
建
物
に
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重
ね
、
竹
針
で
留
め
な
が
ら
下
か
ら
葺
く
方
法
で
あ
る
。

ま

－

た
、
雑
舎
に
つ
い
て
は

、

「
蓬
生
」
巻
に
み
ら
れ
る
故
常
陸
の

呂
邸
が
、
「
下
の屋
E

も
の
は
か
な
き
板
ぶ
き
な
り
し
な

E

板
葺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

は
」
と
あ
り
、

こ
こ
で
も
同
様

と
し
た
。

④
そ
の
他

（
構
造
部
分
）

寝
殿
造
り
の
建
物
に
は
、
天
井
は
な
く
、
化
粧
屋
根
裏
で

あ
る
。

下
か
ら
見
上
げ
る
と
、
屋
根
の
垂
木
と
野
地
板
が
そ

の
ま
ま
見
え
る
構
造
で
あ
っ
た。

い
町
こ
さ
す

小
屋
組
は
、
梁
の
上
に
家
扱
首
を
組
み
、

載
せ
、
棟
を
受
付
る
構
造
と
し
た

。

建
築
史
家
・

福
山
敏
男
氏
の
「
寝
殿
造
邸
宅
に
関
す
る
造

（『
日
本
建
築
史
研
究
・

続
編
』
）
に
は
、

ま

す
ふ
な
ひ
じ

き

斗
と
舟
肘
木
を

営
文
書
」

寝
殿
造
り

の
建
築
の
際
の
発
注
書
と
思
わ
れ
る
貴
重
な
文
書
が
み
ら
れ

る
が
、
同
文
書
に
梁
、
桁
、
宇
立
、

築
用
語
が
す
で
に
み
ら
れ
る
は
か
、

知
る
こ
と
が
で
き
る

。

家
叔
首
、
斗
な
ど
の
建

各
部
材
の
発
注
す
法
を

（
建
具
類
に
つ
い
て
）

寝
殿
造
り
の
建
物
で
は
、
建
具
類
が
重
要
な
役
目
を
果
た

し

と
み
ど

ま

い
ら

ど

し
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
蔀
戸
、
格
子
戸
、
舞
良
戸
、
障
子
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
も
の
が
み
ら
れ
る

。

な
か
で
も
特

徴
的
な
建
具
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「

格
子
」
t

呼
ば
れ

て
い
る
蔀
戸
で
あ
ろ
う

。

こ
れ
は
庇
の
聞
と
筆
子
縁
と
の
境

つ
い
て
も
や
は
り
実
在
し
た
邸
宅
の
ど
れ
か
を
モ
デ
ル
仁
し

た
、
と
の
想
像
も
成
り
立
つ
。

モ
デ
ル
の
可
能
性
と
し
て
は
、

内
裏
、
一
条
院
殿
、
東
三
条
殿
、
土
御
門
殿
なE
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る

。

紫
式
部
は
中
宮
彰
子
に
仕
え
た
も
の

内
裏
に
つ
い
て
は
、

の
、
当
時
の
内
裏
は
火
災
で
焼
失
し
て
い
た
の
で

実
際
に

平安京右京六条一坊の邸宅跡 （写真 ： 京都リサーチパーク）

た
と
え
ば
「
野
分
」

巻
で
光
源
氏
が
「
い

と
う
た
て
、
あ
わ
た
だ
し
き
風
な
め
り

。

御
格
子
お
ろ
し
て

よ
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
風
が
強
く
な
り
、
御
簾
が
捲
れ

て
中
が
見
え
て
し
ま
う
の
で
格
子
を
降
ろ
せ
と
、
命
じ
て
い

界
に
吊
る
戸
、
て
、

る
の
で
あ
る

。

か
ま
ち

四
周
に
桓
を
組
ん
だ
中
に
、
前
面
に
格
子
状
の

そ
の
裏
に
薄
い
横
板
を
打
ち
付
け
た
戸
で
あ
る
。

一
枚
格
子
（
柱t
柱
の
間
仁

一
枚
の
大
き
な
蔀
戸
を
入
れ
た

も
の
）
の
場
合
は
内
側
に
引
き
上
げ
、
二
枚
格
子
の
場
合
は

上
半
分
は
外
側
に
跳
ね
上
げ
、
下
半
分
は
そ
の
ま
ま
に
す
る

か
、
取
り
外
す
。
『

源
氏
物
語
絵
巻
』
で
は
、
御
簾
を
外
に
掛

け
て
い
る
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
場
合
は
一
枚
格
子
を
内

側

に
跳
ね
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
復
元
で
は
、

え
こ
と
ば

京
都
御
所
の
紫
｛辰
殿
、
清
涼
殿
、
『
紫
式
部
日
記
絵
詞
』
に
み

ら
れ
る
二
枚
格
子
な
E

を
参
考
と
し
て
、
寝
殿
と
対
屋
の
南

庇
は
一
枚
格
子
、
そ
の
ほ
か
は
二
枚
格
子
と
し
た
。

ま
た
庇
の
聞
の
四
隅
に
は
、
両
開
き
の
妻
戸
を
立
て
て
、

出
入
り
口
と
し
て
い
た
。

「

幻
」

巻
に
は
、
七
夕
の
夜
、
「
ま

だ
夜
深
う
、
一
所
起
き
給
ひ
て
、
妻
戸押
し
あ
け

」
、
光
源
氏

が
亡
き
紫
の
上
を
偲
ぶ
場
面
が
あ
る
。

蔀
戸
は
、

桟
を
組
み
、
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妻
戸
（
は
し
ば
み

戸
）
は
、
一

一枚
の
板
を
継
ぎ
合
わ
せ
、

扉
の
上
下
に
「
端
喰
L

と
い
う
細
長
い
横
板
を
入
れ
て
固
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
『

源
氏
物
語
絵
巻
』
で
は
「

竹
河
」
第
一
段

に
、
う
ら
ら
か
な
春
の
日
に
玉
髪
邸
の
妻
戸
が
開
け
放
た
れ

た
様
子
が
み
ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
最
古
の
も
の
で
は
宇
治

上
神
社
本
殿
の
扉
が
知
ら
れ
て
い
る。

は
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
あ
る
。

し
か
し

か
り
に
そ
う
で
あ
っ
て
も

中
宮
に
仕
え
て
い
た
だ
け
に

伝
え
聞
い
た
内
裏
の
イ
メ
ー
ジ
は
相
当
は
っ
き
り
と
持
っ
て

い
た
やで
あ
ろ
う
。
六
条
院
に
お
け
る
棟
と
棟
を
次
々
と
廊
で

結
ぶ
構
成
は
、
あ
る
意
味
で
内
裏
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ

ク
心。
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一
条
院
殿

東
三
条
殿

土
御
門
殿
は

い
ず
れ
も
中
宮

彰
子
に
つ
い
て
暮
ら
し
た
邸
宅
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も

紫
式
部
が
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
邸
宅
が

御
堂
関
白
藤
原
道
長
の
土
御
門
殿
で
あ
る
。
栄
華
を
極
め
た

道
長
の
邸
宅
の
様
子
は

『

紫
式
部
日
記
絵
詞
』
な
ど
か
ら
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が

随
所
に
建
築
的
な
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
六
条
院
に
お
け
る
西
二
対
の
増
築
や

馬
場
（
道
長
は
競
馬
が
大
好
き
で
あ
っ
た
）
の
存
在
は
、
土

御
門
殿
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
が
断
定
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ

紫
式
部
は
い
く
つ
か
の
経
験
し
た
邸
宅
を
基
に

さ
ら
に
理
想
の
光
源
氏
邸
を
頭
の
中
に
構
築
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
構
成
力
に
は
、
平
安
期
の
女
性
t

は
思
え
な
い
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
轍
密
さ
を
感
じ
る
。
五
十
四
帖
に
も
及

ぶ
長
編
物
語
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
場
面
を
ち
り
ば
め
な

が
ら
、

ハ
条
院
の
記
述
に
関
し
て
建
築
的
な
視
点
か
ら
矛
盾

し
た
箇
所
は
ほ
t

ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
光
源
氏
の
六
条
院
の
工
期
に
つ
い
て
も
検
討
を
行

な
っ
た
。

光
源
氏
の
邸
宅
で

工
期
が
比
較
的
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
は

二
粂
東
院
と
六
条
院
で
あ
る

。

「
二
条
の
院
の

東
な
る

二
条
東
院
は

「
湾
標
」
巻
に

宮
、
院
の
御
処
分
な
り
し
を
、

二
な
く
、
改
め
作
ら

せ
給
ふ
」

と
あ
る
の
が

光
源
氏
二
十
九
歳
の
二
月
頃
の
こ
と
で
あ
り

さ
ら
に

「
松
風
」巻
の
冒
頭
に

「
東
の
院
造
り
た
て
て
」
と

あ
る
の
が
三
十
一
歳
の
秋
で
あ
る
。
途
中
、

光
源
氏
は
工
事

を
急
が
せ
て
い
る
が

工
期
は
二
年
半
以
上
か
か
っ
て
い
る

。

改
築
に
改
築
を
重
ね
る
形
で
工
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で

完
成
に
時
聞
を
要
し
た
の
や
で
あ
ろ
う
。

「
乙
女
」
巻
に
よ
れ
ば
光
源

そ
れ
に
対
し
て
六
条
院
は

氏
三
十
四
歳
の
秋
に
着
工
し

二
十
五
歳
の
八
月
に
は
竣
工

し
て
い
る

。

わ
ず
か
十
カ
月
ほ
ど
の
工
期
で
あ
る
。
同
じ
「
乙

し
き
ぷ

き
ょ

う

式
部
卿
の
宮
の
五
十
歳
の
賀
の
祝
い
を
新
し
い

女
L

巻
に

邸
宅

（
六
条
院
）
で
執
り
行
な
お
う
と
考
え
た
光
源
氏
は

「
き
ゃ
う
の
御
い
そ
ぎ
も

同
じ
く
は
珍
し
か
ら
む
御
家
居

に
て
と

い
そ
が
せ
給
ふ
」
と
あ
る
’
」
と
か
ら
、
造
営
工
事

を
急
が
せ
た
の
で
あ
る

。

し
か
し

四
つ
の
町
を
わ
ず
か
十

抜
粋
「
六
条
院
」

カ
月
と
は

あ
ま
り
に
も
早
い
。

あ
る
道
長
に
も
勝
る

光
源
氏
の
比
類
な
き
栄
華
を

そ
れ

当
時

実
際
に
寝
殿
造
り
の
邸
宅
を
建
設
す
る
の
に

ど

と
な
く
表
現
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
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の
程
度
の
工
期
を
要
し
た
の
だ
ろ
う
か
。藤
原
道
長
が
新
築

。
復
元
作
業
を
終

え
て

日
本
の
歴
史
の
中
で
も

も
っ
と
も
華
麗
を
き
わ
め
た
王
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、
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し
た
土
御
門
殿
は

長
和
五
年

（
一O
一
六

十
一
月
二
日

に
立
柱
が
行
な
わ
れ

寛
仁
二
年
（
一O
一
八
）
六
月
二
十

七
日
に
道
長
が
新
居
に
移
っ
た
と
あ
る
。
約
一
年
八
カ
月
か

か
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
比
較
し
て
も

ハ
条
院
の
工
期
は
と

て
も
短
い
。

紫
式
部
は
一
O

一
四
年
か
ら
一
O

一
六
年
頃
に
亡
く
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
の
で

新
築
さ
れ
た
土
御
門
殿
は
知
ら
な
い

ヲ
』
と
に
な
る
。

そ
の
前
の
東
三
条
殿
の
造
り
替
え

し
か
し

な
E

は

見
聞
き
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る

。

当
時
の
工
期
が

E

の
程
度
で
あ
っ
た
か
は

当
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
で

物
語
に
お
い
て
六
条
院
を
わ
ず
か
十
カ
月
で
完

成
さ
せ
た
背
景
に
は

何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

光
源
氏
の
よ
う
な
上
級
貴
族
が
邸
宅
を
建
て
る
場
合
、
実

ず
り
ょ
う

際
の
工
事
は
そ
の
影
響
下
に
あ
る
地
方
の
受
領
階
級
国

守
、
地
方
長
官
）

「
湾
標
」

巻
仁
、
二
条
東
院
を
建
て
る
時
、「
よ
し
あ
る
受
領
な
E

を
選

な
E

が
受
け
持
つ
こ
と
が
多
い
。

り
て

あ
て
あ
て
に
も
よ
は
し
給
ふ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も

ぞ
れ
が
分
か
る
。

ま
た
藤
原
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』

（
寛
仁二
年
六
月
二
十

日
付
）

際
、

－
－
ゆ
品
、

藤
原
道
長
が
土
御
門
殿
の
寝
殿
を
造
営
す
る

一
間
ご
と
に
諸
受
領
に
担
当
さ
せ
た
と
あ
る
。
実
資
は
、

そ
れ
を

「
未
聞
之
事
也
」

道
長
の
お
ご
り
を
批
判
し

L
』
l
u、

て
い
る

（
余
談
だ
が
、
新
居
の
調
度
品
の

一
切
は
源
頼
光
が

調
え
、
呈
上
し
た
）
。
実
際
に

一
間
ご
と
に
各
受
領
が
受
け
持

っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
多
く
の
受
領
た
ち
が
造
営
に
参

画
し
た
ヲ
」t

は
事
実
で
あ
ろ
う

。

し
た
が
っ
て
六
条
院
も
そ
う
し
た
方
法
で
建
設
さ
れ
た
は

ず
だ
が
、

太
政
大
臣
で
あ
る
光
源
氏
の
元
へ
は
、
経
済
的
に

も
人
手
の
面
、
て
も
提
供
を
申
し
出
る
受
領
た
ち
が
あ
と
を
絶

た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

。

そ
う
し
た
受
領
た
ち
が
競
い
あ
っ

て
工
事
を
急
い
だ
と
あ
れ
ば
、
十
カ
月
の
突
貫
工
事
も
可
能

L

」
わ
ゆ
ク
匂
。紫式
部
は
、
こ
の
点
、
て
も
、藤
原
家
の
氏
長
者
で

朝
貴
族
の
世
界
。

『
源
氏
物
語
』

そ
の
真
髄
を
今
に
伝
え
る

の
舞
台
が
、
寝
殿
造
り
の
邸
宅
、
で
あ
っ
た
。一
年
半
に
及
ぶ

六
条
院
の
復
元
作
業
を
終
え

て
、

寝
殿
造
り
の
印
象
を
改
め

建
物
の
仕
様
や
デ
ザ
イ
ン
は
簡
素
な
が

て
振
り
返
る
と
き
、

ら
、
力
強
く
お
お
ら
か
・
な
空
間
構
成
に
は
、目
を
見
張
る
も

の
が
あ
る
。

そ
の
内
部
は

凡
帳
な
ど
の
調
度
品
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ

る
フ
レ

キ
シ
ピ
リ
テ
ィ

ー

融
通
性
）
に
富
ん
だ
空
間
で
あ

る
。
ま
た

「
御
格
子
」
と
呼
ば
れ
る
蔀
戸
を
あ
げ
れ
ば
室
内

そ
の
境
界
に
内
と
外
を
隔
て

か
つ
結

と
庭
が
一
体
化
し
、

ぶ
「
御
簾
」
を
掛
け
る
と

開
放
性
と
閉
鎖
性
が
揮
然
一
体

と
な
っ
た
独
自
の
世
界
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
明
暗

色
彩
な
E
h

の
微
妙
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
が
息
づ
き

た
と
え
ば

光
源
氏
が
蛍
の
光
で
玉
髪
の
顔

「
蓋」
巻
に
は

を
照
ら
そ
う
と
す
る
演
出
が
見
ら
れ
る
が

そ
の
印
象
的
な

聞
と
光
の
世
界
は

宇
宙
的
で
す
ら
あ
る
。

こ
れ
は
E

洗
練
さ
れ
た
生
活
空
間

平
安
t

い
う
遠
い
昔
、

が
、
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ

る

。
寝
殿
造
り
の
三
次
元
の
建
築
空
聞
が

人
々
の
生
活
に

深
み
と
輝
き
を
与
え

文
学
や
美
意
識
の
背
景
と
な
っ
て
い

た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

寝
殿
造
り
の
建
築
そ
の
も
の
は

ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
部
分
も
多
く

今
後
の
発
掘
調
査
t

研
究
が
待
た
れ
る
が

今
回
の
復
元
作
業
が

一
O
O
O
年
の
時
を
超
え
て

造
り
の
空
間
仁
一
歩
。
て
も
近
付
く
手
掛
か
り
と
な
れ
ば
と
願

っ
て
い
る

。

最
後
に
、
今
回
の
復
元
に
あ
た
り
、
全
体
に
わ
た
り
ご
監
修

戴
い
た
文
学
博
士
・

玉
上
琢
禰
氏
、
発
掘
調
査
に
関
す
る
貴

重
な
助
言
を
戴
い
た
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
所
長・
杉

山
信
三
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

『
源氏
物
語
』
文
中
よ
り

、
六
条
院
の
建
物
関
係
記
述
の
う
ち
、
今
回
の
復
元
の
参
考
と
し
た

主
な
描
写
を
抜
粋
し
ま
し
た
。

「源
氏
物
語
玉
上
琢
禰
訳
注

」
角
川
文
庫
よ
り
抜
粋
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