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『源
氏
物
語
』
松
風
巻

〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
考

一

〈
明
石
〉
か
ら

〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
ヘ

駐

群
‐こ 東

働
¨
雄
孵
い
動
』
れ
藤

誰

業

一の‐こ
灘

』

を
案
じ
決
心
が
つ
か
な
い
が
、
娘
明
石
の
姫
君
の
将
来
の
た
め
に
上
京

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
住
処
は
、
光
源
氏
の
用
意
し
た
二
条
東

蓼
魂
い
鍵
糾
謡
麟
”噺
嘲
観馬
戯
慕̈

条
院
の
造
営
が
成
さ
れ
る
ま
で
、
彼
女
は
大
堰
の
地
を
離
れ
る
こ
と
は

な
い
。二日

、
母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
聞

」ゝえ
け
る
が
領
じ
た
ま
ひ
け

る
所
、
大
珂
川
り
冽
川
明
に
あ
り
け
る
を
、
そ
の
御
後
は
か
ば
か

し
う
相
継
ぐ
人
も
な
く
て
、
年
ご
ろ
荒
れ
ま
ど
ふ
を
思
ひ
出
で

て
、
か
の
時
よ
り
伝
は
り
て
宿
守
の
や
う
に
て
あ
る
人
を
呼
び
と

り
て
語
ら
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
風
三
九
八
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
二
条
東
院
で
は
な
く
、
〈
大
堰
〉
の
、
中
務

〈
宮
〉
別

邸
と
い
う
場
が
設
定
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
も
そ
も
、
彼
女
の

岡
田
ひ
ろ
み

住
処
は
な
ぜ

〈
大
堰
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

従
来
、
そ
の
こ
と
は
、
明
石
の
君
の
母
君
の
祖
父
中
務
宮
の
准
拠
と

さ
れ
る
、
醍
醐
皇
子
兼
明
親
王
が
、
大
堰
河
畔
に
別
荘
を
持

っ
て
い
た

こ
と
と
併
せ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば

『花
鳥
余
情
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

醍
醐
御
子
中
務
卿
兼
明
親
王
山
庄
租
側
州
瑚
副
ギ
雄́
蔵
殿
也
此
親

王
を
明
石
上
の
母
君
の
祖
父
と
い
へ
り

明
石
の
尼
君
の
祖
父
中
務
宮
を
、
醍
醐
皇
子
兼
明
親
王
の
姿
と
重
ね

る
の
は
諸
注

一
致
し
て
お
り
、
近
年
、
光
源
氏
や
明
石

一
族
の
背
後
に

蜀

踊

理

難

製

藝

¨
¨
評

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
堰
と
い
う
場
が
形

象
す
る
で
あ
ろ
う
そ
の

「境
界
性
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
十
分
に
説
か

れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「境
界
性
」
の
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
他
の
地
で
は
な
く

〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
が
設
定
さ
れ
た
理

由
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
。
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明
石
の
入
道
に
よ
っ
て
、
明
石
の
君
、
明
石
の
姫
君
は
、
「君
た
ち
は

世
を
照
ら
し
た
ま
ふ
べ
き
光
じ
る
け
れ
ば
」
（松
風
四
〇
五
頁
）
と
語
ら

れ
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
、
明
石
の
姫
君
は

「か
し
こ
き
筋

（皇
后
）
に

も
な
る
べ
き
人
」
（澪
標
二
八
六
頁
）
と
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
女
た

ち
が
都
入
り
す
る
前
に
、
一
旦

〈
大
堰
〉
に
身
を
お
い
た
こ
と
の
意
味

は
決
し
て
小
さ
く
は
あ
る
ま
い
。
明
石
の
君
の
住
処
が
〈
大
堰
川
の
わ

た
り
〉と
い
う
場
に
定
め
ら
れ
た
の
は

一
体
な
ぜ
な
の
か
。
本
稿
で
は
、

そ
の
こ
と
を
中
心
に
探

っ
て
ゆ
く
。

一
一

〈
天
の
川
の
わ
た
り
〉
の
女
君

〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
の
住
処
は
、
特
に
川
に
面
し
て
建
て
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
さ
ら
に
限
定
し
て
記
さ
れ
る
。

こ
れ
は
川
呵
引
に
、
えヽ
も
い
は
ぬ
松
陰
に
、
何
の
い
た
は
り
も
な

く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、
お
の
づ
か
ら
山
里

の
あ
は
れ
を
見
せ
た
り
。
う
ち
の
し
つ
ら
ひ
ま
で
思
し
よ
る
。

（松
風
四
〇
一
頁
）

れ

輛

「‐ま
潮
輌
¨
疇
崚
嘲

型

毅

聾

諦

枢

」
。

こ
の
よ
う
に
、
明
石
の
君
の
住
処
が

「川
」
の
そ
ば
に
あ
り
、
彼
女

が

「川
づ
ら
」
の
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
た
和

歌
か
ら
も
伺
え
る
。

明
石
を
離
れ
、
上
京
す
る
折
、
明
石
の
尼
君
と
明
石
の
君
は
和
歌
を

詠
む
。こ

こ
ら
年
を
経
て
い
ま
さ
ら
に
帰
る
も
、
な
ほ
思
ひ
尽
き
せ
ず
、

尼
君
は
泣
き
た
ま
ふ
。

か
の
岸
に
心
寄
り
に
し
あ
ま
舟
の
そ
む
き
し
か
た
に
こ
ぎ
か
へ

る
か
な

御
方
、

い
く
か
へ
り
ゆ
き
か
ふ
秋
を
す
ぐ
し
つ
つ
引
割
烈
ｄ
洲
副
剰
月
「

測
州
則

フ
ー
創
り
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
風
四
〇
六
～
七
頁
）

こ
の
場
面
で
は
、
「
い
ま
さ
ら
に
帰
る
」
「
」
ぎ
か
へ
る
」
「
い
く
か
へ

り
」
「
ゆ
き
か
ふ
」
「わ
れ
か
へ
る
ら
ん
」
と

「か
へ
る
」
と
い
う
表
現

が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
意
識
は

「か
へ
る
」
こ
と
の
み
に
集
約

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
二
人
の
心
の

一
体
化
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
両
者
は
、
舟
に
の
っ
て
川
を
の
は
り
都
に

「帰
る
」
様
子
を
詠
ん

だ
点
で
共
通
す
る
。

だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
内
的
世
界
は
必
ず
し
も
重
な

る
と
は
い
え
な
い
。
一
首
目
の
明
石
の
尼
君
の
歌
は
、
出
家
者
ら
し
く

「か
の
岸

（彼
岸
こ

「あ
ま

（尼
と

を
詠
み
込
む
。
そ
し
て
、
都
を

「そ

む
き
し
か
た
」
、
つ
ま
り

〈
俗
界
〉
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
一
方
で
、

明
石
の
君
の
歌
は
で
つ
き
木
に
乗
り
て
わ
れ
か
へ
る
ら
ん
」
と
、
「う
き

木
」
に
示
さ
れ
る
自
身
の
不
安
が
も
ら
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら

帰
る
都
を
、
あ
る
い
は
実
際
の
場
と
し
て
は

〈
大
堰
川
〉
を
、
天
の
川

に
重
ね

〈
神
仙
界
〉
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
首
の

贈
答
歌
は
、
同
じ
都
を
、
尼
君
が
〈
俗
界
〉、
明
石
の
君
が
天
の
川
と
い
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う
〈
神
仙
界
〉
と
、
き
わ
め
て
対
極
的
な
世
界
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
彼
岸

（明
石
）
か
ら
俗
界

（都
。
大
堰
）
へ
、
俗
界

（明
石
）
か
ら
神
仙
界

（都
・大
堰
）
へ
と
、
都

。
明
石
の
場
の
質
は
、
母

娘
の
和
歌
に
よ
っ
て
相
互
円
環
を
な
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
都

。大
堰

・
明
石
が
そ
れ
ぞ
れ
、
〈
俗
界
〉
で
あ
り
〈
神
仙
界
〉

で
も
あ
る
と
い
う
、
両
義
的
な
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
又
、
尼
君
の
歌
が
出
家
者
と
し
て
〈
仏
教
的
世
界
〉
を
、

明
石
の
君
の
歌
が
〈
神
仙
的
世
界
〉
を
形
象
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お

い
て
も
、
対
照
的
な
贈
答
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き

た
い
。

明
石
の
君
の
和
歌
に
つ
い
て
更
に
み
て
お
き
た
い
。
先
の
引
用
に
お

け
る
傍
線
部

で
つ
き
木
に
の
り
て
わ
れ
か
へ
る
ら
ん
」
の
箇
所
は

『河

海
抄
』
以
来
、
張
春
の
天
漢
訪
問
諄
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
「俊
頼
髄
脳
」
の
、

剣
硼
川
測
困
日
刹
測
ｄ
到
潤
測
釧
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
世
は
な
り

に
け
り

と
同
様
の
享
受
で
あ
り
、
当
時
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ

っ
た
。

す
で
に
、
明
石
の
君
の
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
後
藤
祥
子
氏
に
よ
る
詳

閻

輯

姜

鈍

鐸

唾

鍾

頭

舞

の
典
拠
を
確
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
指
摘
の
通
り

様
々
な
要
素
が
こ
の
歌
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

明
石
の
君
の
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
明
石

一
族
の
物
語
は
、
浮
桂
説
話
系

列
の

一
つ
、
『博
物
志
」
と
緊
密
に
か
か
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「藝
文
類
衆
』
所
引

『博
物
志
」
を
次
に
引
き
、
改
め
て
み
て
お
き

た
い
。旧

説
に
コ
困
硼
劇
回
Ｊ
週
劇
」
と
。
近
世
湖
濶
―こ‐
周
劉
剖
有
り
。
年

年
八
月
、
一＝
相
倒
剰
ｄ
硼
潮
冽
劉
彗
側
馴
Ч

甚
だ
大
い
に
往
反
す

る
も
期
を
失
せ
ず
。
此
の
人
乃
ち
多
く
根
を
齋
し
、
樹
＝
剰
明
ｑ

劃
ｄ
ｄ
忽
忽
と
し
て
昼
夜
を
覚
え
ず
。
奄
ち

一
処
に
至
れ
ば
、
城

郭
屋
舎
有
り
。
室
中
を
望
め
ば
、
多
く
細
矧
を
見
る
。
一
文
夫
を

見
れ
ば
、
牛
を
濶
に
牽
き
次
り
て
之
に
飲
ま
し
む
。
此
の
人
間
う
。

「此
は
何
れ
の
処
と
為
す
」
と
。
答
え
て
曰
く
、
「厳
君
平
に
問
へ
」

と
。
此
の
人
環
り
て
、
君
平
に
問
う
。
君
平
曰
く
、
「某
年
某
月
、

客
星
の
牛

・
斗
を
犯
す
有
り
。
即
ち
此
の
人
な
ら
ん
か
」
と
。

「博
物
志
」
に
描
か
れ
る
浮
桂
説
話
で
は
、
「桂
」
に
乗
っ
て
天
の
川

に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
「海
渚
に
居
る
者
」
で
あ
っ
た
。
〈
海

。
渚
〉

は
、
「源
氏
物
語
』
で
は
、
明
石
一
族
に
か
か
わ
っ
て
最
も
多
く
用
い
ら

】電
”〓
望
律絆
鰐
一締
瑠
動と〈帥轟
げ性
纂

上
留
意
さ
れ
る

一
部
を
次
に
掲
出
す
る
。

・
入
道
の
領
じ
め
た
る
所
ど
こ
ろ
、
湖
り
つ‐
引
に
も
山
隠
れ
に
も
、

時
々
に
つ
け
て
、
興
を
さ
か
す
べ
き
濶
硼
＝
目
「
行
ひ
を
し
て
後

の
世
の
こ
と
を
思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水
の
つ
ら
に
、
…

（明
石
二
三
四
頁
）

。
今
の
世
に
聞

」ゝえ
ぬ
筋
弾
き
つ
け
て
、
手
づ
か
ひ
い
と
い
た
う
唐



め
き
、
揺
の
音
深
う
澄
ま
し
た
り
。
伊
勢
の
海
な
ら
ね
ど
、
濶
剖

濶
に
貝
や
拾
は
む
な
ど
、
声
よ
き
人
に
う
た
は
せ
て
…

（明
石
二
四
三
～
四
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（漢
籍
・史
書
・
仏
典

引
押
一
覧
）
の
引
く
、
張
審
の
天
漢
訪
問
諄
を
収
載
す
る

「荊
楚
歳
時

記
」
と
い
っ
た
他
の
説
話
等
の
影
響
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
先
に
引
い
た

「藝
文
類
衆
』
所
引

『博
物
志
』
は
、
〈
海

・
渚
〉

と
明
石

一
族
と
の
結
び
付
き
を
考
慮
す
れ
ば
、
よ
り

一
層
明
石

一
族
の

物
語
に
符
合
す
る
の
で
は
な
い
か
。
「荊
楚
歳
時
記
』
に
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。
そ
こ
に

〈
海

・
渚
〉
の
記
述
は
な
い
。

漢
の
武
帝
、
張
審
を
し
て
大
夏
に
使
し
、
河
源
を
尋
ね
し
む
。
磋

に
乗
り
て
月
を
経
て

一
処
に
到
る
。
城
郭
の
官
府
の
如
き
を
見

る
。
室
内
に

一
女
あ
り
て
織
る
。
又
、
一
丈
夫
の
牛
を
牽
い
て
河

に
飲
ま
し
む
る
を
見
る
。
…

明
石

一
族
が

〈
海

・
渚
〉
に
住
む
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
石
巻
の

み
な
ら
ず
、
松
風
巻
に
も
見
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
光
源
氏

の
意
向
で
、
大
堰
の
別
邸
の
様
子
を
伺
い
に
出
掛
け
た
惟
光
の
報
告

や
、
明
石
の
君
の

で
つ
き
木
」
の
和
歌
の
直
前
に
描
か
れ
る
、
明
石
の

入
道
か
ら
、
明
石
の
尼
君
と
明
石
の
君
と
へ
の
長
い
語
り
か
ら
も
伺
え

る
。
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の

一
部
を
掲
出
す
る
。

。
「あ
た
り
を
か
し
う
て
、
湖
Ｊ
劇
悧
劇
珊
¶
引
到
所
の
さ
ま
に
な
む

は
べ
り
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
や
う
の
住
ま
ひ
に
よ
し
な
か

ら
ず
は
あ
り
ぬ
べ
し
、
と
思
す
。
　
　
　
　
　
（松
風
四
〇
一
頁
）

。
「…
思
ひ
よ
り
が
た
く
て
う
れ
し
き
こ
と
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
り

そ
め
て
も
、
な
か
な
か
身
の
ほ
ど
を
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
悲
し
う

嘆
き
は
べ
り
つ
れ
ど
、
若
君
の
か
う
出
て
お
は
し
ま
し
た
る
御
宿

世
の
頼
も
し
さ
に
、
「綱
引
創
口
□
引
引
∃
嘲
ｑ
ｕ
利
劇
国
劃
も
い

と
か
た
じ
け
な
う
、
契
り
こ
と
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
見
た
て
ま

つ
ら
ざ
ら
む
心
ま
ど
ひ
は
し
づ
め
が
た
け
れ
ど
、
こ
の
身
は
長
く

世
を
棄
て
し
心
は
べ
り
、
君
た
ち
は
世
を
照
ら
し
た
ま
ふ
べ
き
光

じ
る
け
れ
ば
、
し
ば
し
か
か
る
山
が
つ
の
心
を
乱
り
た
ま
ふ
ば
か

り
の
御
契
り
こ
そ
は
あ
り
け
め
、
天
に
生
ま
る
る
人
の
、
あ
や
し

き
三
つ
の
途
に
帰
る
ら
む

一
時
に
思
ひ
な
ず
ら
へ
て
、
今
日
長
く

別
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
…
」
と
言
ひ
放
つ
も
の
か
ら
…

（松
風
四
〇
五
～
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
明
石

一
族
が
、
〈
海

・渚
〉
に
住
む

一
族
で
あ
る
こ
と

は
、
物
語
の
中
で
、
繰
り
返
し
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、

「博
物
志
」
と
の
接
点
は
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「博
物

志
」
を
読
み
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
「海
渚
に
居
る
者
」
が
天
の
川
に
到
達

し
、
「織
婦
」
や

「渚
」
で

「牛
」
を
引
く

「
一
丈
夫
」
を
見
る
場
面
に

出
会
う
。
た
だ
、
こ
の

「博
物
志
」
の
後
半
に
語
ら
れ
る
七
夕
伝
説
の

部
分
は
、
先
ほ
ど
見
た
、
明
石
の
君
の

で
つ
き
木
」
の
和
歌
に
必
ず
し

も
関
連
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
七
夕

と
の
か
か
わ
り
は
、
発
想
の
上
で
松
風
巻
末
に
援
用
さ
れ
て
い
つ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
松
風
巻
は
次
の
場
面
で
巻
を
閉

じ
る
。
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明
石
の
君
は
大
堰
に
移

っ
て
は
き
た
も
の
の
、
彼
女
の
と
こ
ろ
へ
の

光
源
氏
の
訪
れ
は
月
に
三
度
と
間
遠
で
あ

っ
た
。

嵯
峨
野
の
御
堂
の
念
仏
な
ど
徹
ぢ
断
０
で
二
日
ｇ
∃
周
嘲
劇
例
ｑ

ｌ

．　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を

、

及
び
な
き
こ
と
と
思
へ
ど
も
、
な
は
い
か
が
も
の
思
は
し
か
ら

ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
風
四
二
四
頁
）

傍
線
部

「年
の
渡
り
に
は
た
ち
ま
さ
り
ぬ
べ
か
め
る
」
は
、
「河
海

抄
』
の
引
く
、

あ
ま
の
河
と
を
き
わ
た
り
に
あ
ら
ね
ど
も
君
が
ふ
な
で
は
年
に
こ

そ
ま
て

天
河
た
え
ぬ
も
の
か
ら
あ
ら
た
ま
の
と
し
の
わ
た
り
に
た
だ

一
よ

と
い
っ
“
、
七
夕
伝
説
を
下
敷
き
に
す
る
。
で
破
石
に
居
る
者
」
で
あ
っ

た
明
石
の
君
は
、
「う
き
木
」
に
乗

っ
て
天
の
川
相
当
の
大
堰
川
を
湖

り
上
京
し
、
大
堰
の
住
処
に
身
を
置
い
た
。
年
に

一
度
の
逢
瀬
を
待
つ

織
女
星
の
姿
と
重
ね
ら
れ
、
〈
大
堰
〉
と
い
う
地
に
身
を
置
く
こ
と
で
、

明
石
の
君
は
部
の
〈
海
渚
の
人
〉
か
ら
都
の

〈
仙
女
〉
へ
と
、
そ
の
属

性
を
変
換
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

光
源
氏
の

「嵯
峨
野
の
御
堂
の
念
仏
」
に
か
こ
つ
け
て
の
来
訪
を
、

織
女
星
相
当
の
〈
仙
女
〉
で
あ
る
明
石
の
君
が
待
つ
。
明
石
の
尼
君
と

明
石
の
君
の
贈
答
歌
の
表
現
と
同
様
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も

「嵯
峨

野
の
御
堂
の
念
仏
」
と
い
う
〈
仏
教
的
世
界
〉、
七
夕
伝
説
を
背
景
に
し

た
〈
神
仙
的
世
界
〉
が

一
対
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
に
は
留

意
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「渚
」
に
住
む
明
石
の
君
は
、
上
京
す
る
道
中
を
、

川
を

「磋
」
に
乗
っ
て
湖
り
、
天
の
川
に
到
達
す
る
様
に
重
ね
た
。
そ

し
て
こ
れ
か
ら
湖
る
川
と
は
、
も
ち
ろ
ん
淀
川
↓
桂
川
↓
大
堰
川
で
あ

る
。
明
石
の
君
の
〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
の
住
処
と
は
、
あ
た
か
も
〈
天

の
川
の
わ
た
り
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〈
大

堰
川
の
わ
た
り
〉
と
は
、
明
石
の
君
が
、
い
わ
ば
天
の
川
の
あ
た
り
で
、

光
源
氏
の
渡
り
を
待
つ
か
の
よ
う
な
姿
を
重
層
的
に
描
く
表
現
な
の
で

あ
る
。

〓
一　
明
石

一
族
再
興
の
場
と
し
て
の

〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉

元
来
、
〈
大
堰
川
〉
を

〈
天
の
川
〉
と
重
ね
、
神
仙
的
イ
メ
ー
ジ
を
抱

く
場
と
し
て
造
型
す
る
こ
と
に
は
、
こ
の
物
語
以
前
に
先
縦
が
あ

っ

た
。
そ
れ
は
、
醍
醐
天
皇
の
御
代
に
行
わ
れ
た
大
堰
川
行
幸
の
折
で
あ

る
。
大
堰
川
行
幸
は
、
「日
本
紀
略
』
延
喜
七
年
九
月
、

十
日
甲
申

法
皇
召
文
人
、
賦
眺
望
九
詠
之
詩
、

十

一
日
乙
酉

伊
勢
奉
幣
、
天
皇
御
八
省
、
依
無
納
言
、
参
議

有
実
給
宣
命
、
則
コ
測
ョ
コ
羽
個
輸
刊

と
の
記
事
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
折
の
和
歌
序
と
、
一
部
の
和
歌

・
漢

補
ｍ
幅
時
肘
れ
ぞ
一
け
』
雌
コ
は
観
嘲
都
粍
神
仙
境
と
し
て
見
立
て
、

そ
の

一
例
と
し
て
、
後
藤
昭
雄
氏
紹
介
の
、
大
堰
川
行
幸
の
詩
の

一



つ

「乏
秋
水
」
を
次
に
引
く
。

昨
朝
北
閉
見
神
仙

　

昨
朝
北
閥
神
仙
を
見
る

〈
重
陽
侍
宴
観
奏
寛
裳
羽
衣
曲
〉

今
日
西
河
賞
晩
煙

　

今
日
西
河
晩
煙
賞
す

不
覚
応
為
星
漢
客

　

覚
え
ず
応
に
星
漢
の
客
と
な
り
し
な
る
べ

し

舟
行
暗
渡
水
中
天

　

舟
行
暗
き
に
渡
る
水
中
の
天

「星
漢
」
は
、
天
の
川
の
こ
と
で
あ
Ｌ
ヽ
「星
漢
客
」
と
は
、
「査

（い

か
だ
と
に
乗

っ
て
天
の
川
の
源
を
尋
ね
た
人
の
こ
と
を
い
う
。
」ヽ
の
詩

は
張
審
天
漢
訪
問
諄
な
い
し
は
浮
桂
説
話
を
背
景
と
し
て
お
艶
ヽ
〈
大

堰
川
〉
は

〈
天
の
川
〉
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。

松
風
巻
に
た
ち
か
え

つ
て
考
え
て
み
た
い
。
明
石
の
君
は
、
〈
大
堰

川
の
わ
た
り
〉
に
帰
る
こ
と
を
、
〈
天
の
川
〉
に
辿
り
着
く
か
の
よ
う
に

し
て
和
歌
に
詠
み
込
ん
だ
。
ま
た
、
〈
大
堰
〉
は
大
堰
川
行
幸
の
詩
に
例

を
み
た
よ
う
に
、
神
仙
境
に
た
と
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
前
述
の

と
お
り
、
明
石
の
君
と
織
女
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
れ

ば
、
明
石
の
君
の
住
処
が
〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
に
設
定
さ
れ
た
の
も
、

そ
の
場
所
が
神
仙
境
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ

た
か
。
光
源
氏
の
嵯
峨
野
の
御
堂
の
准
拠
と
さ
れ
る
源
融
の
「棲
霞
寺
」

の
名
称
も
そ
れ
と
通
底
し
て
い
よ
う
。

し
か
も
、
そ
の
神
仙
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
大
堰
の
場
の
造
型
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
松
風
巻
の
構
想
全
体
を
覆

っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
松
風
巻
は
比
較
的
短
い
巻
で
あ
り
な
が
ら
、
他
に
も
神
仙

を
指
示
す
る
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

光
源
氏
は
、
大
堰
の
明
石
の
君
の
も
と
を
訪
れ
る
た
め
に
、
嵯
峨
野

の
御
堂
の
管
理
を
回
実
と
し
て
出
か
け
よ
う
と
す
る
が
、
真
意
を
察
す

る
紫
上
は
そ
れ
に
対
し
て
不
満
を
も
ら
す
。

「樹
に
見
る
べ
き
こ
と
は
べ
る
を
、
い
さ
や
、心
に

，
み
け
て
は
ど

経
に
げ
ゲ
。
と
ぶ
ら
は
む
と
言
ひ
し
人
さ
へ
、
か
の
わ
た
り
近
く

来
ゐ
て
待
つ
な
れ
ば
、
心
苦
し
く
て
な
む
。
嵯
峨
野
の
御
堂
に
も
、

飾
り
な
き
仏
の
御
と
ぶ
ら
ひ
す
べ
け
れ
ば
、
一
〓
二
日
は
は
べ
り
な

ん
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
日
の
院
と
い
ふ
所
に
は
か
に
つ
く
ら
は

せ
た
ま
ふ
と
聞
く
は
、
そ
こ
に
据
ゑ
た
ま
へ
る
に
や
と
思
す
に
心

づ
き
な
け
れ
ば
、
「鋼
倒
欄
割
Ｎ
湖
引
測
Л
刑
ヨ
測
用
測
月
ヨ
劇
律

ち
遠
に
」
と
心
ゆ
か
ぬ
気
色
な
り
。
　
　
　
　
（松
風
四
〇
九
頁
）

紫
上
は
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
の
も
と
に
通
う
こ
と
を
「心
づ
き
な
」

く
思
い
、
「斧
の
柄
さ
へ
あ
ら
た
め
た
ま
は
む
ほ
ど
や
」
と
拗
ね
た
。
こ

こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
爛
何
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
な
“

仙
境
で
時
を
過

ご
し
た
樵
が
、
下
界
に
戻
る
と
斧
が
朽
ち
て
い
た
こ
と
を
記
す
爛
何
の

故
事
に
よ
り
、
紫
上
は
光
源
氏
を
待
つ
時
間
の
長
さ
を
た
と
え
た
。
点

線
部

「心
に
も
あ
ら
で
ほ
ど
経
に
け
り
」
「待
ち
遠
に
」
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
明
石
の
君
が
光
源
氏
を
待
つ
時
間
、
紫
上
が
光
源
氏
を

待
つ
時
間
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
明
石
の
君
が
住
む
大
堰
か
ら
見

た
都
が
仙
境
と
し
て
、
同
時
に
紫
上
が
住
む
都
か
ら
見
た
大
堰
が
仙
境

と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
嵯
峨
野
で
の

「仏
の
御
と
ぶ
ら

ひ
」
を
回
実
に
、
大
堰

。
桂
へ
赴
い
て
お
り
、
「嵯
峨
野
の
御
堂
」
「仏



の
御
と
ぶ
ら
ひ
」
と
い

（っ
撥
語
が
形
象
す
る
で
あ
ろ
う

〈
仏
教
的
世

界
〉、
爛
村
の
故
事
や
〈
桂
〉
と
い
う
場
が
形
象
す
る
で
あ
ろ
う
〈
神
仙

的
世
界
〉を
こ
こ
で
も

一
対
の
も
の
と
し
て
取
り
込
ん
だ
叙
述
が
な
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
〈
桂
〉
の
院
で
の
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
遊
宴
に
招
か
れ
た

人
々
が
、
そ
の
場
を
去
り
が
た
く
思
う
心
情
を
、
物
語
は
再
び
爛
村
の

故
事
を
引
用
す
る
こ
と
で
描
く
。

け
近
く
う
ち
静
ま
り
た
る
御
物
語
、
す
こ
し
う
ち
乱
れ
て
千
年
も

見
聞
か
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
「日
ｇ
刺
国
倒
刻
劇
べ
明

測
日
、
今
日
さ
へ
は
と
て
急
ぎ
帰
り
た
ま
ふ
。
（松
風
四
二
一
頁
）

こ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
通
り
、
「源
氏
の
大
堰
の
里
訪
間
に

際
し
て
の
紫
の
上
の
言
葉
に
対
応
「
し
て
い
る
。
特
に
、
爛
何
の
故
事

を
引
用
す
る
こ
れ
ら
の
二
場
面
で
は
、
ひ
た
す
ら
時
間
の
長
さ
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
、
前
引

し
た
紫
上
の
言
葉
の
前
後
に
見
え
る
、
点
線
部

「
ほ
ど
経
に
け
り
」
「待

つ
」
「待
ち
遠
に
」
、
こ
の
場
面
に
見
え
る

「千
年
」
と
い
っ
た
時
間
を

表
す
語
が
、
必
ず
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
節
で
見

た
、
明
石
の
君
の

で
つ
き
木
」
の
和
歌
も

「
こ
こ
ら
年
を
経
て
い
ま
さ

ら
に
帰
る
」
折
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
松
風
巻
末

で
、
七
夕
伝
説
を
重
ね
光
源
氏
を

「待
つ
」
明
石
の
君
の
姿
を
描
い
て

い
た
こ
と
も
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
、
時
間
を
表

す
語
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
間
を
表
す
語
が
併
記
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
神
仙
界
が
俗
界
と
は
別
の
時
間
の
流
れ
を
内
包
す

る
場
で
あ
る
こ
と
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
〈
大
堰
〉
の
空
間
も
、
俗
界
と
は
異
な
る
時
間
の
流
れ
を
持
つ
神

仙
境
で
あ
る
か
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
物
語
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

を
、時
間
を
表
す
語
を
常
に
併
記
す
る
こ
と
で
明
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
「松
風
」
と
い
う
巻
名
に
含
ま
れ
る

「凝
『
に

「待

つ
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
に
は

「待

つ
」
時
間
の
長
さ
、
明
石
の
君
が
光
源
氏
を
、
明
石
入
道
に
代
表
さ
れ

る

一
族
の
栄
華
を
も

「待
つ
」
姿
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

で
は
、
物
語
は
、
な
ぜ
彼
女
の
住
処
を
こ
と
さ
ら
神
仙
境
と
し
て
描

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
、
〈
仏
教
的
世
界
Ｙ

〈
神
仙
的
世

界
〉
を
表
現
上

一
対
の
も
の
と
し
て
用
い
た
の
か
。

明
石
の
君
の
終
の
住
処
と
な
る
六
条
院
が
、
四
季
の
町
を
も
ち
、
神

仙
境
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、す
で
に
指
摘
の
あ
る
通
り
で

あ
る
（ｃ

と
同
時
に

一
方
で
、
明
石
の
姫
君
も
住
む
六
条
院
の
春
の
町

は
、
初
音
巻
で

「生
け
る
仏
の
御
国
」
（初
音
一
四
二
頁
）
と
も
叙
述
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
六
条
院
に
明
石
の
君
が
移
り
す
む
た
め
に

は
、
〈
宮
〉
家
伝
領
の

〈
大
堰
〉
と
い
う
神
仙
境
の
住
処
に
、　
一
旦
身

を
置
き
、今
後
皇
統
に
導
入
さ
れ
る
べ
き

一
族
と
し
て
の
資
質
を
獲
得

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
石
の
君
に
と
つ
て
〈
大
堰
〉と
は
、

蝉
蜆
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
更
に
、
一一日
い
換
え
れ
ば
、
入
道

・

尼
君
と
い
う
出
家
者
、
つ
ま
り
〈
仏
教
的
世
界
〉
に
身
を
置
く
者
を
両

親
に
も
ち
つ
つ
、
明
石

。
大
堰

上
ハ
条
院
が
も
つ
〈
神
仙
的
世
界
〉
の
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加
護
を

一
対
の
も
の
と
し
て
ひ
き
う
け
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
一
族
の

再
興
の
み
な
ら
ず
、
女
君
が
皇
位
継
承
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
足
掛
か

り
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
た

め
に
明
石
の
君
の
住
処
は
、
〈
大
堰

〉
と
い
う
中
継
地
を
必
要
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

注（１
）
明
石
の
君
の

「身
の
ほ
ど
」
意
識
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
男

「光
源
氏

の
女
君
た
ち
」
貧
源
氏
物
語
と
そ
の
影
響
　
研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢

第
六
輯
　
武
蔵
野
書
院
　
昭
五
三
）、
同

「
源
氏
物
語
』
人
物
造
型
論
覚
書
」

η
文
学
」
昭
五
五
・
六
）
に
詳
し
い
。

（２
）
中
務
宮
は
、
松
風
巻
に
の
み
登
場
す
る
人
物
で
あ
り
、
明
石
の
君
の
住
処

が

「中
務
〈
宮
こ
ゆ
か
り
の
別
邸
と
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お

き
た
い
。
棗
谷
暁
子

「明
石
一
族
と

〈
中
務
宮
家
物
語
〉
―
源
氏
物
語
に
お

け
る
〈
政
治
〉
の
ゆ
く
え
＝
」
η
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
５７
　
平
八
。
一

一
）
は
、
明
石
一
族
の
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
中
務
宮
家
側
か
ら
物
語
を

読
み
解
く
。

（３
）
浅
尾
広
良

「中
務
官
と
明
石
物
語
―

「松
風
」
巻
の
表
現
構
造
―
」
「
研

究
講
座

源
氏
物
語
の
視
界

一
〈
准
拠
と
引
用
こ
新
典
社
　
平
六
）、
高
田

祐
彦
「光
源
氏
の
復
活
―
松
風
巻
か
ら
の
視
点
―
」
含
研
究
講
座

源
氏
物
語

の
視
界
二
〈
光
源
氏
と
宿
世
論
こ
新
典
社
　
平
七
）、
上
方
洋

一
「皇
子
た

ち
の
物
語
―
「源
氏
物
語
∵
ア
ク
ス
ト
と
史
実
―
」
含
源
氏
物
語
の
探
究
』
第

一
五
輯
　
風
間
書
房
　
平
二
）

（４
）
長
谷
川
政
春

「物
語

。
時
間

・
儀
礼
―
源
氏
物
語
論
と
し
て
―
」
０
日
本

文
学
』
昭
五
二
。
一
一
）
は
、
京
で
は
な
く
、
大
堰
と
い
う
郊
外
に
場
を
定

め
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
境
界
性
を
説
く
。
三
谷

邦
明

「玉
雙
十
帖
の
方
法
―
玉
隻
の
流
離
あ
る
い
は
叙
述
と
人
物
造
型
の
構

造
―
」
η
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
」
有
精
堂
　
平
元
）
も
同
点
を
指
摘
。

（
５
）
植
田
恭
代
「松
風
巻
の
明
石
御
方
―
「川
づ
ら
」
か
ら
「山
里
」
へ
１
」
貧
論

集
平
安
文
学
』
４
　
勉
誠
社
　
平
九
）
に
く
わ
し
い
。
「源
氏
物
語
」
正
篇
に

お
い
て

「川
づ
ら
」
は
こ
の
一
例
と
薄
雲
巻
の
冒
頭
の
一
例
、
計
二
例
の
み

が
数
え
ら
れ
る
。

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
日
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
…

（薄
雲
四
二
七
頁
）

傍
線
部
は
、
「桂
」
か

「川
づ
ら
」
か
異
同
が
あ
る
が
、
植
田
恭
代
前
掲
論
文
、

福
井
貞
助

「源
氏
物
語
と
大
堰

・桂
」
含
む
ら
さ
き
』
３４
　
平
九

・
〓

こ
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
石
の
君
が
桂
に
住
ん
だ
と
い
う
叙
述
は
物
語

に
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
も
、
「川
づ
ら
」
と
す
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

２
一
。

（
６
）
後
藤
祥
子

「浮
木
に
の
っ
て
天
の
河
に
ゆ
く
話
―

「松
風
」
「手
習
」
の
歌

語
」
３
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
六

一
）

（
７
）
特
に
、
〈
渚
〉
に
つ
い
て
は
明
石

一
族
の
物
語
を
考
え
る
上
で
重
要
だ
と
思

わ
れ
る
。
明
石
巻
に
お
い
て
の
催
馬
楽

「伊
勢
の
海
」
翁
清
き
渚
に
貝
や
拾

は
む
し

の
引
用
を
中
心
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
８
）
『荊
楚
歳
時
記
」
（秘
笈
本
）
は
、
「博
物
志
」
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。

（９
）
植
田
恭
代
注
５
前
掲
論
文
。

（
１０
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
川
幸
三
「
大
堰
川
行
幸
和
歌
序
」
に
つ
い
て
」

貧
国
語
の
研
究
』
平
四

・
三
）
、
同

天
今
〉
に
秘
匿
さ
れ
た

〈
昔
〉
―

「土

左
日
記
』
一
月
十
七
日
条
の
方
法
」
含
近
代
風
土
』
３９
　
平
四
）
に
詳
し
い
。

ま
た
、
大
堰
川
行
幸
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
雄

「古
今
集
時
代
の
詩

と
歌
」
０
国
語
と
国
文
学
」
昭
五
八

・
五
）
、
丹
羽
博
之

「紀
貫
之

「大
堰
川
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行
幸
和
歌
序
」
と
漢
詩
的
表
現
」
含
平
安
文
学
研
究
』
第
七

一
輯
　
昭
五
九

・

六
）
等
の
論
が
あ
る
。

（
Ｈ
）
後
藤
昭
雄

「漢
詩
文
と
和
歌
―
延
喜
七
年
大
井
川
行
幸
詩
に
つ
い
て
―
」

η
論
集

・
和
歌
と
は
何
か
」
和
歌
文
学
の
世
界
第
九
集
　
笠
間
書
院
　
昭
五

九
）。

（
‐２
）
「初
学
記
」
に

「天
河
を
天
漢
と
謂
ふ
。
亦
、
雲
漢
、
星
漢
、
河
漢
、
清
漢
、

銀
漢
、
天
津
、
漢
津
、
浅
河
、
銀
河
、
緯
河
と
も
日
ふ
」
と
あ
る
。
天
津
、
漢

津
の

「津
」
の
古
訓
に

「
ワ
タ
ル
」
（観
智
院
本

『類
衆
名
義
抄
し

が
あ
る

こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。

（
‐３
）
『文
華
秀
麗
集
」
「河
陽
十
詠
」
の
中
の
、
嵯
峨
天
皇
御
製

「江
上
船
」
も

同
様
の
故
事
を
引
く
。
次
に
、
「江
上
船
」
を
引
く
。

一
道
長
江
通
千
里
　
一
道
の
長
江
千
里
に
通
ひ

漫
漫
流
水
檬
行
船
　
漫
漫
な
る
流
水
行
船
を
涼
は
す

風
帆
遠
没
虚
無
裡
　
風
帆
遠
没
る
虚
無
の
裡

疑
是
仙
査
欲
上
天
　
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
仙
査
の
天
に
上
ら
ん
と
す
る
か
と

（‐４
）
従
来
、
こ
の
故
事
は
、
「述
異
記
』
述
べ
る
、
囲
碁
に
み
と
れ
て
い
る
う
ち

に
仙
境
に
迷
い
込
ん
だ
樵
の
話
が
典
拠
と
さ
れ
る
が
、
上
原
作
和
氏
は
、

天
爛
河
〉
の
物
語
史
―

「斧
の
柄
朽
つ
」
る
物
語
の
主
題
生
成
―
」
貧
講
座

平
安
文
学
論
究
』
第

一
二
輯
　
風
間
書
房
　
平
九
）
に
お
い
て
、
物
語
で
用

い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
囲
碁
で
は
な
く
弾
琴
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
、

「水
経
注
』
『郡
国
記
」
で
は
囲
碁
で
は
な
く
、
「斧
の
柄
朽
つ
」
「弾
琴
」
が

結
び
付
く
話
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
整
理
さ
れ
、
物
語
の
爛
何
の
故
事
の

享
受
の
様
相
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
‐５
）
こ
れ
か
ら
光
源
氏
が
訪
れ
る
明
石
の
君
の
、
紫
上
に
よ
る
誤
解
と
し
て
の

〈
桂
〉
の
院
の
住
処
が
、
「桂
」
が
喩
と
し
て
連
想
さ
せ
る

〈
月
〉
の
都
の
仙

境
で
あ
る
か
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（‐６
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『源
氏
物
語
」
（小
学
館
）
頭
注
。

（‐７
）
「松
」
が
神
仙
界
の
植
物
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。
片

桐
洋

一
「松
鶴
図
淵
源
考
」
η
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
明
治
書
院
　
平
三
）
は

「松
」
の
性
格
を
知
る
上
で
至
便
で
あ
る
。

（‐８
）
三
谷
栄

一
「源
氏
物
語
と
そ
の
基
盤
」
Ｇ
物
語
史
の
研
究
』
有
精
堂
　
昭

四
）、
小
林
正
明

「蓬
莱
の
島
と
六
条
院
の
庭
園
」
η
鶴
見
大
学
紀
要
』
Ｚ

昭
六
二
・
三
）、
田
中
隆
昭

「仙
境
と
し
て
の
大
条
院
」
η
国
語
と
国
文
学
』

平
一
〇
・
一
一
）

※

『源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学
館
）
に

よ

る

。

（お
か
だ

。
ひ
ろ
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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