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詞林　第70号　2021年11月

一　

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
光
源
氏
所
有
の
邸
第
が
複
数
登
場
す
る
。
い

わ
ゆ
る
二
条
院
・
二
条
東
院
・
桂
の
院
・
六
条
院
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

「
院
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

　

物
語
内
で
ほ
か
に
「
院
」
と
称
さ
れ
る
邸
第
は
、
譲
位
後
の
天
皇
の

御
所
で
あ
る
朱
雀
院
・
冷
泉
院
・
桐
壺
院
の
御
所
、
朱
雀
院
の
御
領
で

あ
っ
た
宇
治
院
、寺
院
で
あ
る
雲
林
院
、さ
ら
に
夕
顔
と
源
氏
が
籠
も
っ

た
「
な
に
が
し
の
院
」
が
あ
る
。
物
語
内
で
詳
細
が
語
ら
れ
な
い
「
な

に
が
し
の
院
」
や
寺
院
で
あ
る
雲
林
院
を
除
け
ば
、「
院
」
と
称
さ
れ

る
の
は
譲
位
後
の
天
皇
の
所
領
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
呼
称
と
所
有

者
の
関
係
を
み
る
と
、
准
太
上
天
皇
位
に
つ
く
以
前
の
光
源
氏
所
有
邸

第
が
「
院
」
と
称
さ
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
な
ぜ
光
源
氏
所
有
邸

第
は
「
院
」
と
称
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

光
源
氏
所
有
邸
第
に
対
す
る
「
院
」
呼
称
へ
の
疑
問
は
、
既
に
玉
上

琢
弥
や
家
井
美
千
子
、
高
田
信
敬
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（
（

。「
院
」

と
い
う
語
に
つ
い
て
、
玉
上
は
「
皇
室
御
領
と
な
っ
た
と
き
「
院
」
と

呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
解
を
示
し
、
家
井
も
そ
れ
に
従
う
。

高
田
は
「
院
と
呼
ば
れ
る
施
設
は
、
官
庁
を
除
け
ば
仏
寺
か
皇
室
領
も

し
く
は
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
邸
宅
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
先
行
研
究
は
、

「
院
」
呼
称
へ
の
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、
二
条
院
・
二
条
東
院
に
つ

い
て
は
、
桐
壺
帝
の
所
有
が
想
定
さ
れ
る
た
め
に
「
院
」
呼
称
に
は
別

段
の
問
題
が
な
い
と
し
て
お
り
、
六
条
院
の
み
、
な
ぜ
「
院
」
と
称
す

る
の
か
物
語
の
な
か
で
説
明
が
つ
か
な
い
、
と
い
う
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
先
行
研
究
の
「
院
」
呼
称
に
対
す
る
認
識
は
適

切
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
通
り
『
源
氏
物
語
』
で
一
般
的
に
「
院
」
と
称

さ
れ
る
の
は
譲
位
後
の
天
皇
の
所
領
で
あ
り
、「
皇
室
（
御
（
領
」
よ

り
も
限
定
的
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
「
院
」
＝
「
皇
室
（
御
（
領
」
と

の
認
識
を
示
し
た
の
は
、
歴
史
資
料
に
み
え
る
「
院
」
が
ま
さ
し
く
「
官

庁
を
除
け
ば
仏
寺
か
皇
室
領
も
し
く
は
そ
れ
ら
に
由
来
す
る
邸
宅
」
で

あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
し
、
呼
称
は
そ
の
よ
う
な
現
実
の
在
り
方
と
一
致

す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
、
歴
史
資
料
に
お
け
る
法
則
を
無
批

光
源
氏
所
有
邸
第
に
お
け
る
「
院
」
呼
称

―
―
『
源
氏
物
語
』
の
邸
第
呼
称
法
則
―
―

飯
田�　

実
花

https://doi.org/10.18910/85123
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判
に
適
用
し
て
し
ま
え
ば
、
物
語
独
自
の
法
則
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
依
拠
し（

（
（

、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
『
源
氏
物
語
』

の
呼
称
法
則
が
歴
史
資
料
に
見
え
る
法
則
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
検

証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
「
院
」
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
は
、
邸
第
呼
称
に

用
い
ら
れ
る
語
と
し
て
、「
院
」
の
ほ
か
「
宮
」
や
「
殿
」
と
い
う
選

択
肢
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
宮
」
や
「
殿
」

は
ど
の
よ
う
な
邸
第
に
用
い
ら
れ
る
の
か
、「
院
」
と
の
違
い
は
何
か
、

こ
れ
ら
を
解
明
す
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
邸
第
呼
称
の

法
則
、
そ
し
て
「
院
」
呼
称
へ
の
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
院
」「
宮
」「
殿
」

が
ど
の
よ
う
な
邸
第
に
用
い
ら
れ
る
か
を
分
析
し
、『
源
氏
物
語
』
の

邸
第
呼
称
法
則
を
導
く
。
そ
の
う
え
で
、
光
源
氏
所
有
邸
第
が
「
院
」

と
称
さ
れ
る
理
由
と
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

邸
第
辞
「
院
」「
宮
」「
殿
」

　

本
稿
で
は
、
便
宜
上
「
院
」「
宮
」「
殿
」
の
よ
う
な
語
を
邸
第
辞
と

称
す
る
こ
と
と
す
る
。
邸
第
辞
と
は
、「
字
義
に
邸
第
の
要
素
を
も
つ

も
の
で
あ
り
、
そ
の
字
単
体
で
も
文
脈
に
よ
っ
て
庭
な
ど
を
含
む
特
定

の
邸
第
全
体
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
語
」
と
し
て
、
私
に
定
義

づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
光
源
氏
所
有
邸
第
「
二
条
院
」
や
「
六
条
院
」

の
「
院
」
の
部
分
が
邸
第
辞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
加
え
、「
院
」

だ
け
で
「
六
条
院
」
や
「
朱
雀
院
」
と
い
っ
た
特
定
の
邸
第
を
指
し
て

い
る
と
文
脈
上
判
断
で
き
る
場
合
、
こ
れ
も
邸
第
辞
と
し
、「
二
条
院
」

な
ど
立
地
と
結
び
つ
い
た
「
院
」
と
同
様
に
扱
う
。
た
だ
し
、「
宮
」

や
「
殿
」
が
「
殿
造
り
」
な
ど
の
よ
う
に
建
物
そ
の
も
の
し
か
指
さ
な

い
場
合
は
、
邸
第
辞
と
は
み
な
さ
な
い
。
こ
の
違
い
は
次
の
場
面
に
顕

著
で
あ
る
。

を
と
ゞ
の
君
は
ま
れ
〳
〵
わ
た
り
給
て
、
ふ
と
も
え
た
ち
返
た
ま

は
で
、
し
づ
ご
ゝ
ろ
な
く
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
、「
た
え
い
り
給
ぬ
」

と
て
人
ま
い
り
た
れ
ば
、
さ
ら
に
何
事
も
お
ぼ
し
わ
か
れ
ず
、
御

心
も
く
れ
て
わ
た
り
た
ま
ふ
み
ち
の
程
心
も
と
な
き
に
、
げ
に
　

か

の
院
　

は
ほ
と
り
の
お
ほ
ぢ
ま
で
人
た
ち
さ
は
ぎ
た
り
。
殿
ゝ
う
ち

な
き
の
の
し
る
け
は
ひ
い
と
ま
が
〳
〵
し
。

�

（
若
菜
下
・
七
十
六
丁
裏
／
『
大
成
』
一
一
八
三
頁（

（
（

（

　

紫
上
が
危
篤
に
陥
っ
た
場
面
で
あ
る
。
二
条
院
の
近
く
は
大
路
ま
で

人
が
集
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
は
人
々
が
激
し
く
泣
い
て
い
る
。

囲
み
部
分
の
「
か
の
院
」、
傍
線
部
の
「
殿
ゝ
う
ち
」
と
い
う
の
は
い

ず
れ
も
二
条
院
を
指
し
て
い
る
が
、
一
方
は
「
院
」、
他
方
は
「
殿
」

で
あ
る
。
一
見
「
院
」
と
「
殿
」
に
区
別
が
な
い
よ
う
だ
が
、「
か
の
院
」

は
庭
や
様
々
な
建
物
を
含
む
二
条
院
全
体
を
指
し
示
し
て
お
り
、「
殿
」

は
二
条
院
内
部
の
建
物
の
み
を
指
し
示
し
、
そ
の
「
う
ち
」
の
人
々
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。つ
ま
り
、こ
の
場
面
で
二
条
院
は
邸
第
辞「
院
」

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
殿
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
建
物
の
み
を
示

す
語
、
と
い
う
違
い
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
違
い
に
配
慮
し
な
が
ら
、
以
下
、
邸
第
辞
ご
と
に
呼
称

を
整
理
し
て
い
く
。

二
―
一　
「
院
」
の
場
合

　

表
一
は
、
邸
第
辞
「
院
」
が
見
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
邸
第
呼
称

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
所
有
者
、
所
有
者
の
身
分
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
破
線
は
同
一
邸
第
で
所
有
者
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
表
二

お
よ
び
表
三
で
も
同
様
で
あ
る
。（　

（
で
示
し
た
花
散
里
に
つ
い
て

は
次
項
で
述
べ
る
。

　

所
有
者
の
身
分
を
見
て
み
る
と
、
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
、
光
源
氏

所
有
邸
第
以
外
は
太
上
天
皇
で
あ
る
。
光
源
氏
所
有
邸
第
は
、
准
太
上

天
皇
位
に
つ
く
以
前
か
ら
「
院
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
伝
領
し

て
匂
宮
と
い
う
皇
子
や
花
散
里
と
い
っ
た
女
君
の
所
有
と
な
っ
て
も
、

「
院
」
呼
称
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
確
か
に
邸
第
辞
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
の

は
皇
族
関
係
の
邸
第
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た
だ
し
、
光
源
氏
は
元
々
皇

族
で
あ
る
も
の
の
、「
院
」
と
称
さ
れ
る
邸
第
を
所
有
し
て
い
る
時
点

で
は
臣
下
の
身
分
に
下
っ
て
い
る
た
め
、「
院
」
を
用
い
る
こ
と
に
は

違
和
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
太
上
天
皇
所
有
邸
第
に
対
し
て
「
院
」
呼
称

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
だ
が
、
用
例
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
れ
ば
光

源
氏
所
有
邸
第
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
か
ら
、「
院
」
が
太
上
天
皇
に

の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。

　

た
だ
し
、
光
源
氏
所
有
邸
第
の
す
べ
て
に
違
和
感
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
光
源
氏
の
「
桂
の
院
」
は
光
源
氏
自
身
が
住
む
本
邸
で
は
な
く

別
邸
で
あ
り
、
桂
は
当
時
貴
族
の
別
荘
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
土
地

で
あ
る
。

　

家
井（

（
（

は
「
院
」
と
称
さ
れ
る
邸
第
の
多
く
が
上
皇
の
居
所
で
あ
る
と

し
た
う
え
で
、
一
部
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
、「
そ

の
一
種
は
「
な
ぎ
さ
の
院
」
や
「
桂
の
院
」「
宇
治
の
院
」
と
い
っ
た

貴
族
の
山
荘
的
な
郊
外
の
（
ま
た
は
都
の
中
心
を
離
れ
た
（
施
設
で
あ

り
、
も
う
一
つ
見
過
ご
せ
な
い
も
の
と
し
て
藤
原
摂
関
家
の
邸
宅
「
閑

表
一　

邸
第
辞
「
院
」
の
邸
第
と
そ
の
所
有
者

邸
第
辞

邸
第
呼
称

所
有
者

所
有
者
の
身
分

院

院

桐
壺
院

太
上
天
皇

朱
雀
院
・
院

朱
雀
院

太
上
天
皇

冷
泉
院
・
院

冷
泉
院

太
上
天
皇

宇
治
院
・
院

朱
雀
院

太
上
天
皇

二
条
院
・
院

光
源
氏

中
将
～
准
太
上
天
皇

匂
宮

皇
子

東
の
院
・
院

光
源
氏

内
大
臣
～
准
太
上
天
皇

（
花
散
里
（

桂
の
院

光
源
氏

内
大
臣

六
条
院
・
院

光
源
氏

太
政
大
臣
～
准
太
上
天
皇
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院
」
が
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
閑
院
に
つ
い
て
は
「「
離
宮
」
的
な
命

名
に
よ
る
呼
び
名
」
と
し
、「
臣
下
の
別
荘
的
な
も
の
と
し
て
は
都
を

離
れ
た
水
辺
の
施
設
の
み
を
」
を
「
院
」
と
称
し
た
と
い
う
。
家
井
論

で
は
漢
詩
文
や
仮
名
散
文
に
お
け
る
検
討
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
日
本
三
代
実
録
』
に
み
え
る
「
粟
田
院（

（
（

」
な
ど
も
、
別
荘
ゆ
え
に
「
院
」

と
称
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
邸
第
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る

と
、「
桂
の
院
」
は
別
荘
的
な
機
能
を
も
っ
た
邸
第
と
し
て
、「
院
」
と

称
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

二
条
東
院
も
光
源
氏
の
別
邸
で
あ
る
。
二
条
東
院
の
場
合
、「
二
条

の
院
の
ひ
ん
が
し
な
る
宮
、
院
の
御
せ
う
ぶ
ん
な
り
し
を
、
に
な
く
あ

ら
た
め
つ
く
ら
せ
給
」（
澪
標
・
七
丁
表
／
『
大
成
』
四
八
七
頁
（
と

し
て
登
場
し
、
以
降
は
も
っ
ぱ
ら
「
東
の
院
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
邸
第
辞
単
独
で
も
「
院
」
と
称
さ
れ
、
ほ
か
の
邸
第
辞
は
用
い
ら

れ
な
い
。
二
条
東
院
は
郊
外
の
邸
第
で
は
な
い
が
、
二
条
院
に
隣
接
す

る
別
邸
と
し
て
、
閑
院
と
同
様
に
「
離
宮
」
的
な
邸
第
と
し
て
と
ら
え

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
邸
第
を
「
東
の
宮
」
あ
る
い
は
「
東
の
殿
」

と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
節
の
は
じ
め
に
邸
第
辞
の
定
義
を
示
し
た
際
、「
た
だ
し
、「
宮
」

や
「
殿
」
が
「
殿
造
り
」
な
ど
の
よ
う
に
建
物
そ
の
も
の
し
か
指
さ
な

い
場
合
は
邸
第
辞
と
は
み
な
さ
な
い
。」
と
述
べ
た
。「
宮
」
や
「
殿
」

に
は
、
邸
全
体
を
指
す
用
法
と
は
別
に
、
邸
内
の
特
定
の
建
物
の
み
を

指
す
用
法
が
あ
る
。「
東
の
」
は
あ
く
ま
で
方
角
を
指
し
示
す
語
で
あ

る
か
ら
、「
東
の
宮
」
あ
る
い
は
「
東
の
殿
」
の
場
合
、「
二
条
院
か
ら

み
て
東
側
に
あ
る
邸
第
」
な
の
か
、「
二
条
院
内
の
東
側
に
あ
る
建
物
」

な
の
か
、曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。そ
の
点
、「
東
の
院
」で
あ
れ
ば
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
「
院
」
が
単
独
で
特
定
の
建
物
の
み
を
指
す
こ
と

は
な
い
た
め
、
前
者
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

臣
下
で
あ
る
光
源
氏
所
有
邸
第
に
邸
第
辞
「
院
」
を
用
い
る
こ
と
に

は
違
和
感
が
あ
る
も
の
の
、「
桂
の
院
」
と
「
東
の
院
」
に
つ
い
て
は

説
明
が
つ
い
た
。「
二
条
院
」
と
「
六
条
院
」
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
―
二　
「
宮
」
の
場
合

　

表
中
、
邸
第
呼
称
欄
が
邸
第
辞
の
み
の
場
合
、
ど
の
邸
第
を
指
す
が

わ
か
る
よ
う
に
（　

（
内
に
通
用
し
て
い
る
呼
称
を
示
し
た
。
表
三
で

も
同
様
で
あ
る
。

　
「
宮
」
の
場
合
、
所
有
者
の
身
分
は
皇
子
・
皇
女
・
后
お
よ
び
斎
宮

に
限
ら
れ
る
。
こ
の
所
有
者
た
ち
は
、
人
物
呼
称
と
し
て
「
宮
」
と
称

さ
れ
る
人
物
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
宮
」
と
称
さ
れ
る
人
物
が
所
有

す
る
邸
第
に
は
、
邸
第
辞
「
宮
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
表
中
（　

（
で
く
く
っ
た
末
摘
花
・
中
の

君
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
社
会
的

な
身
分
を
持
た
な
い
女
君
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
所
有
者
の
時
に
用
い

ら
れ
た
呼
称
が
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ（

（
（

、
こ
れ
は
表
一
の
花
散
里

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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二
―
三　
「
殿
」
の
場
合

　
「
殿
」
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
所
有
者
が
い
ず
れ
も
臣
下
で
、

皇
族
が
い
な
い
点
で
あ
る
。
一
部
を
除
け
ば
従
三
位
以
上
の
上
流
貴
族

で
あ
り
、
こ
う
し
た
所
有
者
た
ち
は
人
物
呼
称
で
も
「
殿
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
「
従
三
位
」
と
い
う
の
が
「
殿
」
か
否
か
の
選
定
ラ

イ
ン
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

　

例
外
は
常
陸
介
邸
で
、「
ひ
た
ち
殿
へ
い
ぬ
」（
東
屋
・
四
六
丁
表
／

『
大
成
』
一
八
三
四
頁
（
と
い
う
形
で
見
ら
れ
る
。
常
陸
介
は
他
の
所

有
者
と
比
し
て
明
ら
か
に
身
分
が
低
く
、
そ
の
邸
第
を
「
殿
」
と
称
す

る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
伊
予
守
や
紀
伊
守
な
ど
受
領
階
級
や
そ
れ

以
下
の
身
分
の
人
物
が
所
有
す
る
邸
第
は
、
物
語
中
も
っ
ぱ
ら
「
家
」

表
三　

邸
第
辞
「
殿
」
の
邸
第
と
そ
の
所
有
者

邸
第
辞

邸
第
呼
称

所
有
者

所
有
者
の
身
分

殿

大
殿
・
殿

左
大
臣

左
大
臣
～
摂
政
太
政
大
臣

三
条
殿
・
大
臣
殿
・
殿

夕
霧

中
納
言
～
左
大
臣

殿
（
二
条
院
（

光
源
氏

中
将
～
太
政
大
臣

桂
殿

光
源
氏

内
大
臣

六
条
殿
・
大
殿
・
殿

光
源
氏

太
政
大
臣

大
殿
・
殿

右
大
臣

右
大
臣

大
殿
・
殿

頭
中
将

内
大
臣
～
太
政
大
臣

大
殿
・
殿

髭
黒

右
大
将
～
太
政
大
臣

大
臣
殿

紅
梅

右
大
臣

常
陸
殿

常
陸
介

常
陸
介

殿

薫

権
大
納
言
右
大
将

表
二　

邸
第
辞
「
宮
」
の
邸
第
と
そ
の
所
有
者

邸
第
辞

邸
第
呼
称

所
有
者

所
有
者
の
身
分

宮

常
陸
の
宮
・
宮

（
末
摘
花
（

（
常
陸
の
宮
娘
（

三
条
宮
・
宮

藤
壺

皇
女
・
中
宮

宮

秋
好

斎
宮
・
中
宮

二
条
宮

弘
徽
殿
大
后

皇
太
后

桃
園
の
宮
・
宮

桃
園
式
部
卿
宮

皇
子

女
五
の
宮

皇
女

宮

紫
上
父
式
部
卿
宮

皇
子

三
条
宮
・
宮

大
宮

皇
女

三
条
宮
・
宮

朱
雀
帝
女
三
の
宮

皇
女

一
条
宮
・
宮

落
葉
宮

皇
女

宇
治
の
宮
・
宮

宇
治
八
の
宮

皇
子

（
中
の
君
（

（
八
の
宮
娘
（

宮
（
二
条
院
（

匂
宮

皇
子
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と
称
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
常
陸
介
邸
も
、「
か
の
家
に
も
か
く

ろ
え
て
は
」（
東
屋
・
四
九
丁
表
／
『
大
成
』
一
八
三
六
頁
（
と
、「
家
」

と
称
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
こ
で
「
殿
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
。
常
陸
介
の
妻
で
あ
り
浮
舟
の
母
親
で
あ
る
人
物
は
、
物
語

中
で
「
常
陸
殿
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
を
「
殿
」
と
称
す
る

こ
と
に
も
違
和
感
が
あ
る
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
邸
第
呼
称
の
問
題
と
し

て
は
、「
ひ
た
ち
殿
（
の
居
る
と
こ
ろ
（
へ
い
ぬ
」
の
意
と
解
釈
し
て

お
き
た
い
。二

―
四　

邸
第
辞
と
所
有
者
の
関
係

　

邸
第
辞
別
に
邸
第
と
そ
の
所
有
者
を
見
た
こ
と
に
よ
り
、「
宮
」
と

「
殿
」
に
つ
い
て
、
人
物
呼
称
と
邸
第
辞
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
「
院
」
に
つ
い
て
も
見
て
み
る
と
、

光
源
氏
所
有
邸
第
以
外
は
人
物
呼
称
と
邸
第
辞
が
一
致
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
邸
第
呼
称
は
、
原
則
的
に
邸
第
所

有
者
の
社
会
的
身
分
を
示
す
呼
称
と
邸
第
辞
と
が
一
致
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
物
呼
称
に
用
い
ら
れ
る
「
院
」「
宮
」「
殿
」
と

い
う
語
は
、
元
々
邸
第
を
表
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
こ
に
住
む
人
物
を

も
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
示
し
た

法
則
は
当
然
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
そ
れ

と
は
逆
で
、
人
物
呼
称
に
基
づ
い
て
邸
第
辞
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
殿
」
と
称
さ
れ
る
邸
第
に
住
む
人
物
が
「
殿
」

と
称
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
殿
」
と
称
さ
れ
る
人
物
の
所
有
す
る
邸

第
が
「
殿
」
と
称
さ
れ
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
次
の
左
大
臣
（
葵
上
父
（
所
有
邸
第
か
ら
確
認
で
き

る
。
こ
の
邸
第
は
物
語
内
で
所
有
者
が
変
わ
っ
て
お
り
、
①
左
大
臣
②

大
宮
（
葵
上
母
（
③
夕
霧
の
三
人
が
番
号
の
順
に
所
有
し
て
い
る（

（
（

。
以

下
に
示
し
た
の
は
各
所
有
者
の
所
有
時
期
に
お
け
る
呼
称
で
あ
り
、
番

号
は
人
物
に
付
し
た
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。

①
　

お大

臣
ほ
い
殿
　

に
二
三
日
な
ど
、
た
え
〴
〵
に
ま
か
で
給
へ
ど
、
た
ゞ

い
ま
は
お
さ
な
き
御
程
に
つ
み
な
く
お
ぼ
し
な
し
て
い
と
な
み
か

し
づ
き
ゝ
こ
え
給
。

�

（
桐
壺
・
三
二
丁
裏
／
『
大
成
』
二
七
頁
（

②
「
　

三
条
の
宮
　

に
は
べ
り
つ
る
を
、
か
ぜ
の
い
た
く
ふ
き
ぬ
べ
し

と
人
々
申
つ
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
ま
い
り
は
べ
り
つ
る
を
、

か
し
こ
に
は
ま
し
て
心
ぼ
そ
く
、
か
ぜ
の
を
と
も
、
い
ま
は
返
て

わ
か
き
こ
の
や
う
に
を
ぢ
給
め
れ
ば
、
心
ぐ
る
し
さ
に
ま
か
で
侍

な
ん
」
と
申
た
ま
へ
ば
、
…
。

�

（
野
分
・
五
丁
裏
～
六
丁
表
／
『
大
成
』
八
六
六
頁
（

③
か
ゝ
る
御
す
ま
ゐ
も
と
こ
ろ
せ
け
れ
ば
、　三
条
殿
　

に
わ
た
り
給
ぬ
。

す
こ
し
あ
れ
に
た
る
を
い
と
め
で
た
く
す
り
し
な
し
て
、
宮
の
お

は
し
ま
し
ゝ
か
た
を
あ
ら
た
め
し
つ
ら
ひ
て
す
み
給
。

�

（
藤
裏
葉
・
二
七
丁
裏
／
『
大
成
』
一
〇
一
四
頁
（

　

①
左
大
臣
所
有
時
に
は
、
邸
第
辞
「
殿
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
、

②
大
宮
所
有
時
期
に
は
「
宮
」
に
な
り
、
③
夕
霧
所
有
時
期
に
は
再
び

邸
第
辞
「
殿
」
に
戻
っ
て
い
る
。
①
左
大
臣
は
大
臣
で
あ
り
「
殿
」（
大
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殿
（
と
称
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
従
三
位
以
上
で
あ
る
。
②
大
宮

は
桐
壺
帝
の
同
母
妹
で
、
皇
女
で
あ
る
た
め
、
人
物
呼
称
も
「
宮
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
③
夕
霧
は
当
該
場
面
の
直
前
で
中
納
言
に
昇
進
し

て
お
り
、
以
降
、
人
物
呼
称
に
「
殿
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
と
呼
応
し
て
い
る
。
所
有
者
の
変
更
（
所
有
者
の
身
分
の
変
化
（

に
伴
い
、
そ
れ
と
適
合
す
る
邸
第
辞
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
所
有
者
の
社
会
的
身
分

に
基
づ
い
て
邸
第
辞
が
選
択
さ
れ
る
、
と
い
う
法
則
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
法
則
を
認
め
る
に
は
光
源
氏
所
有
邸
第
と
い
う
障
害

が
存
在
す
る
。
邸
第
辞
「
院
」「
宮
」「
殿
」
が
用
い
ら
れ
た
邸
第
呼
称

は
三
二
三
例
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
半
数
近
い
一
四
七
例
が
光

源
氏
所
有
邸
第
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
例
外
と
み
な
す
に

は
数
が
多
す
ぎ
る
。
こ
の
よ
う
な
光
源
氏
所
有
邸
第
の
問
題
に
つ
い
て
、

次
節
で
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
。

三　

光
源
氏
所
有
邸
第
の「
院
」呼
称
―「
二
条
院
」を
例
に
―

　

前
節
で
は
、
所
有
者
の
社
会
的
身
分
に
基
づ
い
て
邸
第
辞
が
選
択
さ

れ
る
と
い
う
法
則
を
導
い
た
。
本
節
で
は
、
問
題
と
な
る
光
源
氏
所
有

邸
第
の
う
ち
所
有
者
や
そ
の
身
分
の
変
更
が
明
ら
か
な
二
条
院
に
着
目

し
、「
院
」
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
理
由
と
意
味
を
考
察
す
る
。

三
―
一　

固
有
名
詞
的
な
「
二
条
院
」

　

二
条
院
は
、
は
じ
め
光
源
氏
の
祖
父
按
察
使
大
納
言
の
所
有
邸
第
で

あ
っ
た
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
は
不
明
だ
が
光
源
氏
の
所
有
と

な
り
、
源
氏
の
死
後
に
は
匂
宮
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

　

源
氏
の
須
磨
流
離
の
際
に
は
、
二
条
院
の
管
理
を
紫
の
上
に
委
任
す

る
が
、
そ
の
後
「
我
御
わ
た
く
し
の
殿
と
お
ぼ
す
二
条
の
院
に
て
」（
若

菜
上
・
七
五
丁
表
／
『
大
成
』
一
〇
八
〇
頁
（、「
我
御
殿
と
お
ぼ
す
二

条
の
院
に
て
ぞ
し
給
け
る
」（
御
法
・
四
丁
表
／
『
大
成
』
一
三
八
二
頁
（

の
如
く
、
あ
く
ま
で
紫
の
上
が
自
分
の
も
の
の
よ
う
に
「
お
ぼ
す
」
邸

第
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
の
所
有
権
は
光
源

氏
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う（

10
（

。
仮
に
紫
の
上
に
伝
領
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

前
節
で
述
べ
た
通
り
社
会
的
身
分
を
持
た
な
い
女
君
は
邸
第
辞
選
択
に

影
響
し
な
い
た
め
、
光
源
氏
の
身
分
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

二
条
院
の
所
有
者
と
そ
の
身
分
に
着
目
す
る
と
、
①
故
按
察
使
大
納

言
所
有
時
、②
光
源
氏
所
有
時（
～
太
政
大
臣
（、③
光
源
氏
所
有
時（
准

太
上
天
皇
位
～
（、
④
匂
宮
所
有
時
の
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
と
き
、
所
有
者
の
社
会
的
身
分
を
示
す
呼
称
が
、
①
②

は
「
殿
」、
③
が
「
院
」、
④
が
「
宮
」
で
あ
る
。

　

時
期
ご
と
に
用
い
ら
れ
る
呼
称
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
殿　
　
　
　

一
例

②
二
条
院　

二
九
例
／
殿　

一
七
例
／
院　

一
例
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③
二
条
院　
　

五
例
／
院　
　

五
例

④
二
条
院　
　

七
例
／
宮　
　

五
例
／
院　

二
例

　

邸
第
辞
の
法
則
か
ら
考
え
た
と
き
、
問
題
な
い
の
が
①
と
③
、
矛
盾

を
は
ら
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
②
と
④
で
あ
る
。

　

①
は
光
源
氏
の
所
有
と
な
る
直
前
の
一
例
で
、
故
按
察
使
大
納
言
の

死
後
は
光
源
氏
の
祖
母
君
が
管
理
し
て
い
た
も
の
の
、
や
は
り
社
会
的

身
分
を
持
た
な
い
た
め
故
按
察
使
大
納
言
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

「
殿
」
が
継
続
す
る
。
所
有
者
の
身
分
と
邸
第
辞
は
一
致
し
て
い
る
。

　

③
の
時
期
に
み
ら
れ
る
呼
称
は
い
ず
れ
も
邸
第
辞
「
院
」
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
位
と
な
っ
て
人
物
呼
称
「
院
」
で

指
示
さ
れ
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て

い
た
邸
第
辞
「
殿
」
で
指
し
示
す
こ
と
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら

も
、
所
有
者
の
身
分
に
基
づ
い
て
邸
第
辞
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

問
題
と
な
る
②
④
だ
が
、
②
③
④
の
時
期
に
お
い
て
は
、「
二
条
院
」

呼
称
が
多
く
、
こ
の
邸
第
を
指
す
呼
称
と
し
て
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。
②
④
の
時
期
に
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
邸
第
辞
の
法
則
と

矛
盾
す
る
が
、
一
方
で
、「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称
を
除
け
ば
、
邸
第

辞
と
所
有
者
の
身
分
は
お
お
む
ね
法
則
通
り
な
の
で
は
な
い
か
。

　

②
の
時
期
、「
二
条
院
」
以
外
で
こ
の
邸
第
を
指
す
と
き
に
は
、「
殿
」

が
用
い
ら
れ
る
。「
院
」
を
用
い
る
の
は
初
音
巻
の
一
例
の
み
で
あ
る

か
ら
、
例
外
と
み
な
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
「
む
か
ひ
の

院
」
と
あ
っ
て
、「
東
の
院
」
と
対
置
す
る
と
い
う
構
造
上
「
院
」
を

用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

④
の
時
期
に
も
、「
二
条
院
」
や
邸
第
辞
「
院
」
単
独
の
呼
称
が
み

ら
れ
る
こ
と
は
、
光
源
氏
所
有
時
代
の
名
残
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夕

霧
が
六
条
院
を
伝
領
し
て
も
「
六
条
院
」
と
称
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
物
語
内
で
呼
称
が
定
着

し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
④
の
時
期

に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
宮
」
で
二
条
院
を
指
し
示
す
例
が
み
え
る
。
こ

れ
は
匂
宮
所
有
に
移
っ
た
か
ら
こ
そ
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
邸
第
辞
で

あ
り
、
や
は
り
法
則
と
一
致
す
る
。

　

②
～
④
の
時
期
に
お
け
る
邸
第
辞
の
変
更
は
、
二
節
で
示
し
た
、
左

大
臣
の
邸
第
が
所
有
者
の
変
更
に
と
も
な
っ
て
邸
第
辞
を
使
い
分
け
て

き
た
こ
と
と
通
じ
る
。

　

で
は
、「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。「
二
条
院
」

は
物
語
の
な
か
で
固
有
名
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
先
に
「
呼
称
が
定
着
し
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
二
条
院
」

と
い
う
だ
け
で
「
光
源
氏
の
所
有
す
る
あ
の
邸
第
の
こ
と
だ
」
と
伝
わ

る
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
呼
称
で
あ
っ
て
、
所
有
者
の
身
分
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
く
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
固
有
名
詞
的

な
「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称
を
除
け
ば
、
邸
第
辞
と
所
有
者
の
社
会
的

身
分
を
示
す
呼
称
が
一
致
す
る
と
い
う
法
則
は
適
用
で
き
る
。

三
―
二　
「
二
条
院
」
は
桐
壺
帝
の
所
有
か

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
邸
第
辞
の
法
則
が
問
題
な
の
で
は
な
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く
、「
二
条
院
」
と
い
う
固
有
名
詞
的
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が

問
題
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
固
有
名
詞
化
す
る
際
に
、
邸
第
辞

「
宮
」
や
「
殿
」
で
は
な
く
「
院
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ

ろ
う
か
。

　

玉
上
は
、「
若
宮
に
遺
贈
さ
れ
た
と
き
皇
室
御
領
と
し
て
二
条
院
と

称
さ
れ
た
の
か
、
は
や
く
皇
室
御
領
と
し
て
二
条
院
と
称
さ
れ
て
い
た

邸
に
、
こ
の
人
た
ち
が
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か（

11
（

」
と
述
べ
、
皇
室
領

だ
か
ら
「
院
」
な
の
だ
と
い
う
が
、
皇
室
領
だ
か
ら
「
院
」
で
あ
る
、

と
単
純
に
断
定
し
が
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
邸
第
辞
に
つ
い
て
確
認

し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

　

高
田
は
「
天
皇
の
命
に
よ
る
国
家
機
関
の
造
営
と
見
ら
れ
る
こ
と
、

前
引
「
修
理
職
内
匠
寮
に
宣
旨
下
り
て
」
に
明
ら
か
で
あ
る（

12
（

」
と
述
べ
、

桐
壺
帝
の
所
有
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
院
」
と
称
す
る
こ
と
の
整

合
性
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
高
田
論
の
想
定
に
従
え
ば
、「
二
条
院
」

が
「
院
」
な
の
は
、
桐
壺
帝
が
所
有
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称
は
、
桐
壺
帝
が
所
有
し
て
以
降
は
固

有
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、
光
源
氏
の
所
有
と
な
っ
て
以
降
は

実
質
的
に
は
「
院
」
で
な
い
か
ら
、
邸
第
辞
単
独
で
は
「
殿
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
二
条
院
に
つ
い
て
、
桐
壺
帝
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
描

写
は
桐
壺
巻
末
尾
の
描
写
以
外
に
な
い
。
桐
壺
帝
を
前
提
と
し
た
よ
う

な
描
写
も
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
桐
壺
巻
末
尾
の
描
写
は
「
天
皇

の
命
に
よ
る
国
家
機
関
の
造
営
」
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

高
田
論
は
、「
修
理
職
」「
内
匠
寮
」
と
い
う
公
的
機
関
を
臣
下
の
私

領
に
使
用
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
根
拠
に
、
桐
壺
帝
の
所
有
を
想
定

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
歴
史
資
料
を
み
て
も
「
修
理
職
」
が

用
い
ら
れ
る
の
は
内
裏
や
寺
院
の
修
繕
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
下
の
物
語
の
例
か
ら
、「
皇
族
関
係
邸
第
」
で
あ
れ
ば
公

的
機
関
を
使
用
で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

・『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
巻

母
后
の
宮
、
三
条
大
宮
の
ほ
ど
に
、
四
町
に
て
、
厳
し
き
宮
あ
り
。

朝
廷
、
修
理
職
に
仰
せ
給
ひ
て
、
左
大
弁
を
督
し
て
、
四
町
の
所

を
四
つ
に
分
か
ち
て
、町
一
つ
に
、桧
皮
の
お
と
ど
・
廊
・
渡
殿
・

蔵
・
板
屋
な
ど
、
い
と
多
く
建
て
た
る
、
四
つ
が
中
に
あ
た
り
面

白
き
、
本
家
の
御
料
に
造
ら
せ
給
ふ
。

�

（
藤
原
の
君
・
六
八
（

　

こ
の
場
面
、「
修
理
職
」
に
よ
っ
て
邸
第
を
改
造
さ
せ
て
お
り
、
二

条
院
改
造
の
場
面
と
近
い
。「
母
后
の
宮
」
と
は
源
正
頼
に
降
嫁
し
た

嵯
峨
院
女
一
宮
の
母
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
娘
の
降
嫁
に
際
し
て
自
身
の

所
有
し
て
い
た
邸
第
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
邸
第
は
以
降
も
っ
ぱ
ら

「
大
将
殿
」「
大
殿
」
な
ど
、
正
頼
の
官
職
に
由
来
す
る
呼
称
で
指
示
さ

れ
る
た
め
、
所
有
者
は
正
頼
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
邸
第
が

「
三
条
院
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
高
田
論
を
支
持
す
る
も
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
嵯
峨
院
の
所
有
を
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
か
と
い
っ
て

嵯
峨
院
の
后
（「
母
后
の
宮
」（
の
所
有
で
あ
る
か
ら
「
院
」
と
称
す
る
、

と
も
考
え
が
た
い
。
女
一
宮
所
有
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、「
三
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条
院
」
と
い
う
邸
第
呼
称
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
出
現
箇
所
の

偏
り
な
ど
、
考
え
る
べ
き
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る（

13
（

。

　
「
三
条
院
」
呼
称
の
問
題
は
今
措
く
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例

か
ら
は
、
実
際
の
所
有
者
が
皇
族
で
な
く
と
も
、
皇
族
と
関
係
す
る
邸

第
で
あ
れ
ば
、
宣
旨
に
よ
っ
て
修
理
職
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。「
内
匠
寮
」
に
つ
い
て
は
例
が
少
な
い
が
、『
竹
取
物
語
』

で
は
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
内
匠
寮
の
工
匠
に
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
つ
く
ら

せ
て
お
り（

11
（

、
親
王
の
私
的
利
用
が
確
認
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
皇

族
や
そ
の
関
係
者
が
修
理
職
や
内
匠
寮
を
私
的
に
利
用
す
る
先
例
が
物

語
に
お
い
て
存
在
す
る
。

　

光
源
氏
は
賜
姓
し
た
以
上
皇
族
で
は
な
い
。
し
か
し
、
桐
壺
帝
は
光

源
氏
の
元
服
を
清
涼
殿
で
行
う
な
ど
、
皇
子
同
等
か
そ
れ
以
上
に
寵
愛

し
重
く
扱
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宣
旨
を
下
し
「
皇
族
関
係
0

0

邸
第
」

と
し
て
邸
第
を
整
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、

物
語
で
全
く
説
明
が
な
さ
れ
な
い
桐
壺
帝
の
所
有
を
想
定
す
る
よ
り
は

蓋
然
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
場
面
で
は
「
さ
と
の
殿
」
と

称
さ
れ
、
用
い
ら
れ
る
邸
第
辞
は
「
殿
」
で
あ
り
、
前
提
に
は
故
按
察

使
大
納
言
の
所
有
と
い
う
意
識
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
桐
壺
帝
の
所
有

を
想
定
す
る
こ
と
で
「
院
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
付
け
す
る
の
は

難
し
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
桐
壺
帝
の
所
有
し
た
邸
第
で
あ
れ
ば
「
院
」

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
前
提
の
も
と
論
を
進
め
て
き
た
が
、

桐
壺
帝
の
所
有
し
た
時
期
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
院
」
と
称
す
る

こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。

　

玉
上
・
家
井
・
高
田
は
い
ず
れ
も
「
皇
室
（
御
（
領
」
で
あ
る
と
い

う
判
断
に
よ
っ
て
二
条
院
の
「
院
」
を
ク
リ
ア
す
る
と
と
も
に
、
二
条

東
院
の「
院
」も
桐
壺
院
か
ら
伝
領
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
に
よ
り
、「
院
」

と
称
さ
れ
て
も
問
題
な
い
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
院
か
ら
所
領
を
受

け
取
る
と
い
う
同
一
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
朱
雀
院
か
ら
女
三
宮
が

伝
領
し
た
邸
第
が
存
在
す
る
。
こ
の
邸
第
は
朱
雀
院
が
「
御
そ
う
ぶ
ん

に
ひ
ろ
く
お
も
し
ろ
き
宮
た
ま
は
り
給
へ
る
を
つ
く
ろ
ひ
て
す
ま
せ
た

て
ま
つ
ら
ん
」（
柏
木
・
二
六
丁
裏
／
『
大
成
』
一
二
三
九
頁
（
と
考

え
る
と
い
う
場
面
が
初
出
で
、
朱
雀
院
は
桐
壺
院
か
ら
「
ひ
ろ
く
お
も

し
ろ
き
宮
」
を
相
続
し
て
お
り
、
光
源
氏
の
二
条
東
院
の
場
面
の
記
述

と
通
じ
る
。
こ
の
邸
第
に
本
格
的
に
女
三
宮
が
住
む
の
は
匂
兵
部
卿
巻

以
降
だ
が
、
以
降
も
こ
の
邸
第
は
「
三
条
宮
」「
宮
」
と
邸
第
辞
「
宮
」

が
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
院
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

前
所
有
者
が
「
院
」
で
あ
っ
て
も
、
現
所
有
者
の
身
分
に
あ
わ
せ
て

邸
第
辞
は
「
宮
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
や
は

り
邸
第
辞
は
そ
の
時
々
の
所
有
者
の
身
分
と
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
、
二
条
院
や
二
条
東
院
の
「
院
」
に
つ
い
て
も
、
そ

の
時
点
で
の
所
有
者
で
あ
る
光
源
氏
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

三
―
三　
「
二
条
院
」
と
称
す
る
意
味

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
所
有
邸
第
の
二
条
院
と
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邸
第
辞
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。

①
二
条
院
に
対
す
る
例
外
的
な
「
院
」
呼
称
は
、「
二
条
院
」
と
い
う

固
有
名
詞
的
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る

②
邸
第
辞
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
所
有
者
の
社
会
的
身
分
を
表
す
呼
称

と
一
致
す
る
た
め
、「
二
条
院
」
が
「
院
」
で
あ
る
理
由
は
、
所
有

者
で
あ
る
光
源
氏
を
基
点
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

　

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
二
条
院
」
が
固
有
名
詞
的
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
「
院
」
の
使
用
に
は
邸
第
辞
ご
と
の
「
格
」

の
違
い
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
邸
第
辞
ご
と
に
み

る
と
、「
院
」
が
太
上
天
皇
、「
宮
」
が
皇
族
（
皇
子
・
皇
女
・
后
（、「
殿
」

が
従
三
位
以
上
の
上
流
貴
族
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
実
際
的
な
権
力
や

金
銭
的
な
余
裕
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
は
措
く
と
し
て
、
天

皇
中
心
的
な
意
識
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
し
た
邸
第
辞
は
「
院
」
が
最
も

格
が
高
く
、
次
点
が
「
宮
」、
最
も
低
い
の
が
「
殿
」
と
な
る（

15
（

。

　

光
源
氏
は
、
臣
籍
に
降
下
し
た
以
上
、
三
つ
の
な
か
で
最
も
格
の
低

い
邸
第
辞
「
殿
」、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
「
家
」
が
用
い
ら
れ
る
べ

き
身
分
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
光
源
氏
は
元
々
皇
子
で
あ
り
、
臣
籍
に

降
下
す
る
ま
で
は
「
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
た
人
物
で
も
あ
る
。
桐
壺
巻

で
臣
籍
降
下
し
て
以
来
、「
宮
」
呼
称
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、

邸
第
を
「
二
条
宮
」
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
よ
り
も
格
の
劣
る
「
家
」
や
「
殿
」
の
使
用
は
憚
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
。「
二
条
殿
」
と
い
う
邸
第
が
『
落
窪
物
語
』
に
登
場
し
て
い
た

こ
と
も
、「
殿
」
を
用
い
な
か
っ
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、「
院
」
な
ら
良
い
の
か
。
身
分
的
に
考
え
れ
ば
、「
宮
」「
殿
」

「
家
」
と
比
し
て
最
も
光
源
氏
に
用
い
る
べ
き
で
な
い
、
用
い
る
要
素

が
な
い
の
が
「
院
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
院
」
と
い
う
呼
称
は
い

か
に
も
不
自
然
で
、
本
来
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

物
語
を
離
れ
て
史
料
を
見
て
み
る
と
、
臣
下
が
「
院
」
を
用
い
る
例

も
確
認
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
邸
第
は
、
閑
院
や
堀
河
院
、
藤
原

忠
平
の
五
条
第
、
藤
原
兼
家
の
二
条
第
（
の
ち
の
法
興
院
（
な
ど
、
藤

原
摂
関
家
の
邸
第
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
世
源
氏

の
邸
第
が
そ
の
所
有
時
に
「
院
」
と
称
さ
れ
て
い
る
例
は
現
存
資
料
か

ら
は
確
認
で
き
な
い（

11
（

。
史
料
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
光
源
氏
の
身
分

と
邸
第
辞
「
院
」
の
組
み
合
わ
せ
に
は
違
和
感
が
大
き
い
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
院
」
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

臣
下
、
し
か
も
中
将
で
あ
る
光
源
氏
の
邸
第
に
、「
二
条
院
」
と
い
う

い
か
に
も
不
自
然
な
呼
称
を
固
有
名
詞
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
呼

称
は
邸
第
辞
の
問
題
と
は
距
離
を
置
き
、
虚
構
性
が
強
調
さ
れ
る
。
あ

り
え
な
い
、
い
か
に
も
物
語
的
な
呼
称
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
い
て
、
邸
第
辞
と
し
て
最
も
格
の
高
い
「
院
」
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
、
臣
籍
に
降
下
し
た
光
源
氏
の
身
分
を
実
際
以
上
に
見
せ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る（

17
（

。

　

そ
の
よ
う
に
格
の
高
さ
を
強
調
し
た
虚
構
の
「
院
」
で
あ
る
か
ら
、

物
語
に
登
場
す
る
ほ
か
の
邸
第
辞
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
邸
第
と
も
、

性
質
が
異
な
る
。

　

邸
第
と
し
て
の
朱
雀
院
・
冷
泉
院
、
桐
壺
院
の
御
所
は
上
皇
の
家
政
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機
関
と
し
て
の
「
後
院
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
院
庁
が
置
か
れ
、
院
司

が
勤
め
た
は
ず
で
あ
る
。
朱
雀
院
の
宇
治
院
に
は
「
ゐ
ん
も
り
」
が
つ

い
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
夕
顔
と
源
氏
が
籠
も
っ
た
「
な

に
が
し
の
院
」
に
つ
い
て
も
、「
院
の
あ
づ
か
り
の
こ
」
が
登
場
し
て

い
る
た
め
、
具
体
的
に
は
不
明
な
も
の
の
、「
院
」
に
関
係
す
る
組
織

と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
光
源
氏
所
有
邸
第
は
、
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
位
に
つ
い
た

藤
裏
葉
巻
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
院
司
が
置
か
れ
る
。

か
ゝ
ら
で
も
よ
の
御
心
に
か
な
は
ぬ
事
な
け
れ
ど
、
猶
め
づ
ら
し

か
り
け
る
む
か
し
の
例
を
あ
ら
た
め
で
、
院
司
ど
も
な
ど
な
り
、

さ
ま
こ
と
に
い
つ
く
し
う
な
り
そ
ひ
た
ま
へ
ば
、
う
ち
に
ま
い
り

給
べ
き
こ
と
か
た
か
る
べ
き
を
ぞ
、
か
つ
は
お
ぼ
し
け
る
。

�

（
藤
裏
葉
・
二
六
丁
表
～
裏
／
『
大
成
』
一
〇
一
三
頁
（

こ
れ
以
前
、
少
な
く
と
も
紅
葉
賀
巻
で
は
、
二
条
院
に
家
司
が
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

ま
ん
ど
こ
ろ
、
け
い
し
な
ど
お
は
じ
め
、
こ
と
に
わ
か
ち
て
心
も

と
な
か
ら
ず
つ
か
ふ
ま
つ
ら
せ
給
。

�

（
紅
葉
賀
・
七
丁
裏
／
『
大
成
』
二
四
一
頁
（

こ
こ
で
は
、
光
源
氏
が
二
条
院
の
西
の
対
に
い
る
若
紫
の
も
と
に
政

所
・
家
司
を
つ
か
わ
せ
て
お
り
、
二
条
院
に
仕
え
て
い
る
の
は
家
司
で

あ
る
。

　

光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
位
を
得
る
以
前
、
所
有
邸
第
に
家
司
は
い
て

も
院
司
は
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
院
庁
が
置
か
れ
て
い
な
い
「
院
」

で
あ
っ
て
、「
院
」
が
関
係
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
院
」
と

称
さ
れ
る
邸
第
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
所
有
邸
第
に
「
院
」
が
用
い
ら
れ

る
の
は
、
制
度
的
な
側
面
か
ら
距
離
を
置
い
た
物
語
の
方
法
と
い
え
る
。

四　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
邸
第
に
つ
い
て
、
邸
第
辞

と
そ
の
所
有
者
の
身
分
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
所
有
者
の
社
会
的
身

分
に
基
づ
い
て
邸
第
辞
が
選
択
さ
れ
る
と
い
う
法
則
を
見
い
だ
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
光
源
氏
所
有
邸
第
に
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
不

自
然
さ
を
改
め
て
確
認
し
、な
ぜ「
院
」と
称
さ
れ
る
の
か
考
察
を
行
っ

た
。
結
果
、
光
源
氏
所
有
邸
第
（
特
に
二
条
院
（
が
「
院
」
と
称
さ
れ

る
こ
と
は
本
来
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
「
院
」
を
用

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
光
源
氏
の
家
の
格
を
実
際
以
上
に
高
く
見
せ
よ

う
と
す
る
物
語
の
虚
構
の
方
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、「
六
条
院
」
に
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
の
も
、
同
様
の
理

由
で
説
明
が
つ
く（

18
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
通
り
、「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称

は
光
源
氏
の
邸
第
を
指
す
語
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
二

条
院
」
と
は
誰
の
ど
の
よ
う
な
邸
第
か
、
物
語
内
で
な
ん
ら
か
の
説
明

が
な
け
れ
ば
「
こ
れ
が
光
源
氏
の
邸
第
で
あ
る
」
と
享
受
者
が
認
識
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、「
二
条
院
」
と
い
う
呼
称
が
登
場
す
る
箇
所
で
そ
の

よ
う
な
説
明
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
通
行
す
る
巻
序
で



― 39 ―

光源氏所有邸第における「院」呼称（飯田）

最
も
早
く
「
二
条
院
」
呼
称
が
登
場
す
る
帚
木
巻
で
は
、「
二
条
院
」

が
誰
の
ど
の
よ
う
な
邸
第
な
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
古

注
釈
や
現
代
の
注
釈
書
で
は
、
当
然
後
の
巻
で
の
「
二
条
院
」
を
ふ
ま

え
光
源
氏
の
邸
第
で
あ
る
と
注
を
つ
け
る
わ
け
だ
が
、
桐
壺
・
帚
木
巻

だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
と
い
う
点
は
成
立
論
と
関
わ
っ
て
重
要
で
あ

ろ
う
。
若
紫
巻
な
ら
ば
一
応
光
源
氏
の
邸
第
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
て
、
巻
序
が
問
題
と
な
る
箇
所
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
三
節
に
お
い
て
、
二
条
院
を
邸
第
辞

「
院
」
単
独
で
指
示
す
る
こ
と
か
ら
例
外
と
し
た
「
む
か
ひ
の
院
」
は
、

初
音
巻
に
存
在
す
る
。
初
音
巻
は
い
わ
ゆ
る
玉
鬘
系
で
あ
っ
て
、
後
記

補
入
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
巻
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
邸
第
辞
「
院
」
単

独
で
の
呼
称
は
、
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
位
に
つ
く
こ
と
が
念
頭
に

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
用
い
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
成
立
論
に
か
か
わ
る
考
察
は
、
い
ま
全
く
憶
測
の
域

を
出
な
い
。
し
か
し
、
邸
第
呼
称
が
固
有
名
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、

ど
の
時
点
か
ら
固
有
名
詞
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
巻
序
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。「
二

条
院
」
だ
け
で
な
く
、「
六
条
院
」
あ
る
い
は
二
節
で
言
及
し
た
「
三

条
宮
」
や
「
三
条
殿
」
と
い
っ
た
呼
称
も
あ
わ
せ
て
、
今
後
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（1
（　

以
下
、「
光
源
氏
所
有
邸
第
」
と
い
う
場
合
、
二
条
院
・
二
条
東
院
・

桂
の
院
・
六
条
院
の
四
つ
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
邸
第
は
光
源
氏

以
外
の
人
物
が
所
有
し
て
い
る
時
期
も
あ
る
も
の
の
、
光
源
氏
の
所
有
し
た

時
期
が
あ
り
、「
院
」と
称
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
た
め
、便
宜
上「
光

源
氏
所
有
邸
第
」
と
一
括
り
に
す
る
。

（
2
（　

玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
の
六
条
院
」（
朧
谷
寿
・
加
納
重
文
・
高
橋
康

夫
編
『
平
安
京
の
邸
第
』〔
望
稜
舎
、
一
九
八
七
年
〕、
初
出
は
「
六
条
院
推

定
復
元
図
幷
考
証
」〔『
大
谷
女
子
大
国
文
』
十
四
号
、
一
九
七
五
年
三
月
〕（、

家
井
美
千
子
「
理
想
の
邸
宅
と
し
て
の
「
院
」
―
「
六
条
院
」
再
考
の
た
め

に
―
」（
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
『
言
語
と
文
化
の
諸
相
』
一
九
九
九

年
三
月
（、
高
田
信
敬
「
光
源
氏
の
本
貫
―
物
語
の
背
景
―
」（『
源
氏
物
語

考
証
稿
』〔
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
年
〕、
初
出
は
「
光
源
氏
の
本
貫
」〔『
む

ら
さ
き
』
三
八
輯
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
〕（。
な
お
、
玉
上
論
・
高
田
論
は

そ
れ
ぞ
れ
復
元
図
・
光
源
氏
の
本
籍
地
の
考
証
に
論
の
主
眼
が
あ
り
、
邸
第

呼
称
に
か
か
わ
っ
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体
の
考
証

は
論
の
目
的
で
は
な
い
。
ほ
か
に
、
特
に
二
条
院
の
「
院
」
呼
称
に
言
及
す

る
も
の
と
し
て
、
増
田
繁
夫
「
源
氏
物
語
の
結
婚
と
屋
敷
の
伝
領
」（『
源
氏

物
語
と
貴
族
社
会
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
〕、
初
出
は
同
題
『
論
集

平
安
文
学
1
・
源
氏
物
語
試
論
集
』〔
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
九
月
〕（
や
、

吉
海
直
人
『
源
氏
物
語
の
視
角
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
二
年
（
が
あ
る
が
、

疑
義
を
呈
し
考
証
を
行
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
3
（　

諸
本
様
々
に
異
同
が
存
す
る
源
氏
物
語
に
お
い
て
何
を
も
っ
て「
本
文
」

と
す
る
か
は
決
定
し
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
後
述
す
る
諸
校
本
に
全
文
が
採

用
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
五
四
帖
が
一
応
ま
と
ま
っ
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
か

ら
伏
見
天
皇
本
を
底
本
と
す
る
。
し
か
し
、
呼
称
の
用
例
数
等
を
示
す
場
合
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に
は
、
伏
見
天
皇
本
の
本
文
を
ベ
ー
ス
に
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』

巻
一
～
三
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
～
一
九
五
四
年
（
加
藤
洋
介
『
河
内

本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
（、
源
氏
物
語
別
本
集

成
刊
行
会
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
一
巻
～
第
一
五
巻
（
桜
楓
社
〔
お

う
ふ
う
〕、一
九
八
九
～
二
〇
〇
二
年
（、源
氏
物
語
別
本
集
成
刊
行
会
編『
源

氏
物
語
別
本
集
成
続
』
第
一
巻
～
第
七
巻
（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
～
二
〇

一
〇
年
（
に
よ
っ
て
異
同
を
確
認
し
、
諸
本
の
な
か
で
多
数
派
の
呼
称
を
採

用
し
て
カ
ウ
ン
ト
を
行
っ
た
。
邸
第
呼
称
は
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
場
合
が
多

く
、
そ
の
た
め
か
異
同
が
少
な
い
。
ゆ
え
に
ど
の
伝
本
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、

本
稿
で
示
す
呼
称
数
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
数
の

上
で
は
少
数
と
な
っ
た
例
に
つ
い
て
、
特
筆
す
べ
き
呼
称
の
異
同
も
い
く
ら

か
確
認
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

（
1
（　

本
文
の
引
用
は
吉
田
幸
一
編
『
源
氏
物
語　

伏
見
天
皇
本
影
印
』
1
～

11
（
古
典
文
庫
、
一
九
九
一
～
一
九
九
五
年
（
に
よ
り
、
巻
名
・
丁
数
お
よ

び
対
応
す
る
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
頁
を
（　

（
に
示
し
た
。
ど
の
よ
う
に

読
ん
だ
か
を
示
す
た
め
、
濁
点
・
句
読
点
は
私
に
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字

は
全
て
底
本
の
通
り
で
あ
る
。
傍
記
は
原
則
ル
ビ
で
示
し
た
が
、
見
せ
消
ち

の
部
分
に
つ
い
て
は
修
正
・
補
入
さ
れ
た
本
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
ま
た
、

引
用
中
の
傍
線
や
囲
み
は
す
べ
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
源
氏

物
語
の
本
文
を
引
用
す
る
際
は
同
様
で
あ
る
。

（
5
（　

前
掲
注
二
家
井
論
。

（
1
（　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
五
月
四
日
条
に
「
太
上
天
皇
遷
レ
自
二
清

和
院
一、
御
二
粟
田
院
一。
即
是
右
大
臣
藤
原
朝
臣
之
山
庄
、
在
二
鴨
川
東
一
也
。」

と
あ
る
。
引
用
は
黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
新
訂
増
補 

国
史
大
系　

日
本
三
代

実
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
（
に
よ
る
が
一
部
字
体
や
句
読
点
を

改
め
た
。

（
7
（　

お
そ
ら
く
、
邸
第
の
所
有
者
が
社
会
的
身
分
の
な
い
女
君
に
変
わ
っ
た

と
き
、
内
々
に
は
誰
の
所
有
か
認
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
社
会
的
に
は

前
所
有
者
へ
の
意
識
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
根
拠

と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
忠
こ
そ
巻
に
登
場
す
る
、
故
左
大
臣
源
忠
経

の
一
条
殿
が
あ
る
。
源
忠
経
は
忠
こ
そ
巻
で
既
に
故
人
で
、
そ
の
北
の
方
が

橘
千
蔭
と
婚
姻
関
係
を
結
ぼ
う
と
画
策
す
る
。
忠
経
の
一
条
殿
は
忠
経
の
死

後
北
の
方
に
伝
領
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
一
条
殿
か
ら

届
け
ら
れ
た
手
紙
に
つ
い
て
「
左
の
大
殿
よ
り
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
（
忠

こ
そ
一
一
三
頁
、
頁
数
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』〔
お
う
ふ
う
、

一
九
九
五
年
〕に
よ
る
。以
下
、『
う
つ
ほ
物
語
』の
引
用
は
同
書
に
よ
り
、（　

（

内
に
巻
名
と
頁
数
を
示
し
た
（。
ま
た
、
北
の
方
が
忠
こ
そ
に
濡
れ
衣
を
着

せ
よ
う
と
、
千
蔭
が
大
切
に
す
る
帯
を
盗
み
、
そ
れ
を
博
打
に
売
ら
せ
る
場

面
で
は
、
千
蔭
が
「
忠
経
の
朝
臣
の
家
に
て
盗
ま
れ
侍
り
し
帯
な
り
。」
と

発
言
し
て
い
る
（
忠
こ
そ
一
二
〇
頁
（。
こ
の
二
か
所
で
は
、
一
条
殿
を
指

し
示
す
た
め
に
故
人
で
あ
る
忠
経
を
意
味
す
る
語
（「
左
の
大
殿
」「
忠
経
の

朝
臣
」（
を
用
い
て
お
り
、
少
な
く
と
も
社
会
的
に
は
忠
経
の
所
有
と
認
識

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
8
（　

こ
の
「
従
三
位
」
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
基
準
か
は
今
明
ら
か
に
は

で
き
て
い
な
い
が
、『
令
義
解
』
巻
第
一
「
家
令
職
員
令
」
に
お
い
て
は
、

従
三
位
以
上
の
男
女
官
人
に
つ
い
て
、
家
政
を
執
る
た
め
の
職
員
を
置
く
こ

と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
形
式
上
は
従
三
位
以
上
に
家
司
が

つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
家
司
が
つ
く
よ
う
な
身
分
の
人
物
や
、
そ
の
所
有
す

る
邸
第
に
「
殿
」
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
9
（　

こ
の
邸
第
に
つ
い
て
、
大
宮
所
有
後
に
雲
居
雁
の
所
有
と
な
っ
た
と
い

う
認
識
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
見
て
き
た
邸
第
辞
と
所
有
者
の
身
分
の
関

係
性
を
考
え
る
と
、
夕
霧
の
中
納
言
昇
進
直
後
に
は
じ
め
て
「
三
条
殿
」
の



― 41 ―

光源氏所有邸第における「院」呼称（飯田）

呼
称
が
見
え
る
こ
と
と
も
合
わ
せ
て
、
夕
霧
所
有
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
10
（　

高
橋
和
夫
「
源
氏
物
語
に
見
ら
れ
る
邸
宅
と
そ
の
伝
領
に
つ
い
て
―
二

条
院
と
六
条
院
」（『『
源
氏
物
語
』
の
創
作
過
程
』〔
右
文
書
院
、
一
九
九
二

年
〕、
初
出
は
同
題
〔
日
本
風
俗
史
学
会
編
『
風
俗
』
第
七
九
号
、
一
九
八

四
年
六
月
〕（
も
、
二
条
院
は
紫
の
上
の
所
有
と
は
な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ

う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
11
（　

前
掲
注
二
玉
上
論
。

（
12
（　

前
掲
注
二
高
田
論
。

（
13
（　
「
三
条
院
」
と
い
う
呼
称
は
、
前
田
家
十
三
行
本
で
は
わ
ず
か
に
九
例

し
か
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
う
ち
四
例
は
国
譲
下
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
登

場
場
面
や
巻
毎
の
偏
り
が
大
き
い
。
先
述
の
通
り
、
こ
の
邸
第
は
も
っ
ぱ
ら

邸
第
辞
「
殿
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
邸
第
辞
「
院
」
の
み
で
指
示

さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
頭
注
は
、

こ
の
「
院
」
に
つ
い
て
妻
大
宮
が
皇
族
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
解
く
が
、

邸
第
辞
「
殿
」
が
通
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
か
。

今
回
の
邸
第
辞
の
法
則
は『
源
氏
物
語
』か
ら
導
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、『
う

つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
も
お
お
よ
そ
矛
盾
な
く
適
用
で
き
る
。
こ
の
「
三
条

院
」
呼
称
は
む
し
ろ
、
書
写
段
階
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
六
条
院
」
の
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
問
題
と
し
て
稿
を
改
め
た
い
。

（
11
（　

新
全
集
の
『
竹
取
物
語
』
頭
注
は
、
諸
本
「
く
も
ん
づ
か
さ
」
と
あ
る

が
、
作
業
内
容
か
ら
し
て
内
匠
寮
が
適
切
と
み
な
し
、「
多
具
見
」
が
「
久

毛
无
」
と
誤
写
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
。

（
15
（　

よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
注
六
で
言
及
し
た
「
家
」
も
邸
第
辞
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
、「
殿
」
よ
り
も
さ
ら
に
一
段
低
い
身
分
を
示
す
と
い
え
る
。

（
11
（　

源
融
の
「
河
原
院
」
は
「
院
」
と
称
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、「
院
」

を
用
い
る
の
が
確
認
で
き
る
の
は
、
こ
の
邸
第
が
宇
多
上
皇
に
進
上
さ
れ
て

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

（
17
（　

二
条
院
に
つ
い
て
、
呼
称
と
位
置
の
側
面
か
ら
、
こ
の
邸
第
の
准
拠
を

突
き
止
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
早
く
は
『
河
海
抄
』
が
陽
成
院
を
挙

げ
、『
花
鳥
余
情
』
が
兼
家
の
法
興
院
を
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
二
条

院
」
と
い
う
呼
称
は
、
光
源
氏
の
邸
第
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
呼
称
が
あ
え

て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
邸
第
の

位
置
と
呼
称
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
准
拠
を
ひ
き
あ
て
よ
う
と
す
る
の
は

不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
い
え
ば
、
現
在
も
准
拠
の
定
説
を
見
な

い
こ
と
が
、
実
在
邸
第
を
は
っ
き
り
と
想
像
さ
せ
な
い
「
二
条
院
」
の
虚
構

性
の
高
さ
を
担
保
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、「『
源
氏
物
語
』
の
邸

宅
名
は
、
実
在
の
位
置
に
同
名
の
邸
宅
名
を
用
い
る
こ
と
は
な
く
、
名
を
変

え
る
か
位
置
を
変
え
る
か
し
て
、
巧
み
に
虚
構
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。」

と
い
う
森
本
茂
の
指
摘
に
は
肯
け
る
（
森
本
茂
「
二
条
院
の
位
置
」〔
角
田

文
衛
・
加
納
重
文
編
『
源
氏
物
語
の
地
理
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
〕、

初
出
は
「
源
氏
物
語
の
『
二
条
院
』
の
位
置
」〔『
奈
良
大
学
紀
要
』
15
分
冊
、

一
九
八
六
年
〕（。
森
本
は
、「
二
条
院
」
の
場
合
、「
実
在
の
二
条
院
の
名
を

借
り
、
位
置
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
が
、
で
は
な
ぜ
借
り
る
名

が
「
二
条
院
」
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
が
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
。

（
18
（　

た
だ
し
、「
六
条
院
」
は
内
部
の
春
夏
秋
冬
の
町
に
お
け
る
居
住
部
が

そ
れ
ぞ
れ
「
殿
（
お
と
ど
（」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
邸
全
体
を
指
し
示
す
と

き
に
「
院
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
条
院
と
同
様
の
理
由
と

い
う
だ
け
で
解
決
で
き
る
も
の
か
疑
問
が
残
る
。
光
源
氏
所
有
邸
第
の
う
ち

六
条
院
の
み
に
み
え
る
「
大
殿
」
呼
称
に
つ
い
て
は
、
櫛
井
が
言
及
し
て
い

る
が
（
櫛
井
亜
依
「『
源
氏
物
語
』
六
条
院
に
お
け
る
家
と
系
図
―
邸
第
呼

称
「
大
殿
」
に
着
目
し
て
―
」〔『
同
志
社
国
文
学
』
七
七
号
、
二
〇
一
二
年
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一
二
月
〕（、
光
源
氏
の
人
物
呼
称
の
問
題
や
玉
鬘
十
帖
と
梅
枝
・
藤
裏
葉
巻

の
成
立
順
序
な
ど
と
か
か
わ
り
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

�

（
い
い
だ
・
み
か　

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
（


