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一
　
二
条
東
院
構
想
の
放
棄

　

二
条
東
院
の
東
の
対
に
入
居
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
明
石
の
君
が
、
明
石
か
ら
上
京
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
条
東
院
に

入
ら
ず
大
堰
の
山
荘
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
は
、
若
紫
巻
執
筆
以
前
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
二
条
東
院
構
想
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
石
の
君
の
大
堰
移
住
は
、
明
石
の
君
に
彼
女
が
本
来
持
っ
て
い
た
西
、
秋
と
い
う
属

性
の
代
わ
り
に
、
北
、
冬
と
い
う
属
性
を
賦
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
た注
１

。
二
条
東
院
構
想
は
、
二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
造
営
し
、

二
条
院
の
西
の
対
に
東
、
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
二
条
東
院
の
東
の
対
に
西
、
秋
を
表
象
す
る
明
石
の
君
、
西
の
対
に
南
、
夏
を
表

象
す
る
花
散
里
、
北
の
対
に
北
、
冬
を
表
象
す
る
末
摘
花
を
配
置
し
て
四
方
四
季
の
邸
宅
の
造
営
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
西
、

秋
を
表
象
す
る
明
石
の
君
が
北
、
冬
を
表
象
す
る
女
性
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
既
に
完
成
し
て
い
た
二
条
東
院
の
東
の
対
に
彼

女
が
入
居
し
て
も
、
当
初
予
定
し
て
い
た
四
方
四
季
の
邸
と
は
な
り
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
六
条
院
の
成
立

　

物
語
作
者
が
明
石
の
君
に
北
、
冬
と
い
う
属
性
を
賦
与
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
二
条
東
院
構
想
を
放
棄
し
た
最
大
の
理
由
は
、
明

一



石
の
君
の
身
の
程
が
春
と
並
ん
で
賞
揚
さ
れ
る
秋
と
い
う
季
節
を
表
象
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
女
の
父

明
石
の
入
道
は
、
大
臣
の
子
で
あ
り
な
が
ら
近
衛
中
将
の
官
を
捨
て
て
播
磨
守
と
な
り
、
任
期
が
終
わ
っ
て
も
帰
京
せ
ず
そ
の
ま
ま
播

磨
の
国
に
土
着
し
て
地
方
豪
族
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
明
石
の
君
自
身
は
畿
外
で
あ
る
播
磨
国
の
明
石
の
浦
で
育
っ
た
一
介
の
地
方

豪
族
の
娘
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
時
の
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
明
石
の
君
の
よ
う
な
出
自
の
卑
し
い
女
性
が
源
氏
の
妻
と
し
て
都
に
迎

え
入
れ
ら
れ
一
人
前
の
待
遇
を
受
け
る
こ
と
は
現
実
に
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
す
、
源
氏
は
明
石
の

君
と
の
出
逢
い
が
住
吉
の
神
の
導
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
彼
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
が
后
に
な
る
と
の
宿
曜
の
予
言
を
信
じ
て
、
彼

女
を
都
に
呼
び
寄
せ
、
自
ら
の
邸
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
都
の
上
流
貴
族
の
女
性
た
ち
と
と
も
に
暮
ら
す
源
氏
の
邸
に
お
い
て
、
明
石
の
君
に
西
、
秋
と
い

う
属
性
を
与
え
る
こ
と
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
は
海
竜
王
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
邸
は
四
方
四
季
の
邸
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
明
石
の
君
を
源
氏
の
邸
に
住
ま
わ
せ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
明
石
の
君
に
何
ら
か
の
方
位
と
季
節
を
賦
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
明
石
の
君
に
は
源
氏
の
四
方
四
季
の
邸
の
中
で
最
も
格
の
低
い
方
位
と
季
節
、
す
な
わ
ち
北
、
冬
と
い
う
属
性
を
賦
与

す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

明
石
の
君
の
表
象
す
る
方
位
と
季
節
が
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
西
、
秋
か
ら
北
、
冬
に
変
更
さ
れ
る
と
、
二
条
東
院
構
想
で
北
、

冬
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
末
摘
花
は
、
新
た
に
構
想
さ
れ
る
源
氏
の
四
方
四
季
の
邸
に
は
不
要
な
存
在
と
な
る
。
ま
た
そ
の

一
方
で
、
明
石
の
君
に
代
わ
っ
て
西
、
秋
を
表
象
す
る
女
性
の
登
場
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

薄
雲
巻
の
巻
末
、
源
氏
三
十
一
歳
の
秋
、
斎
宮
女
御
は
二
条
院
の
寝
殿
に
里
下
が
り
す
る
が
、
そ
こ
で
源
氏
と
斎
宮
女
御
と
の
間
で

次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る注
２

。

二



「
は
か
ば
か
し
き
方
の
望
み
は
さ
る
も
の
に
て
、
年
の
内
ゆ
き
か
は
る
時
々
の
花
紅
葉
、
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
、
心
の
ゆ
く

こ
と
も
し
は
べ
り
し
に
し
が
な
。
春
の
花
の
林
、
秋
の
野
の
盛
り
を
、
と
り
ど
り
に
人
あ
ら
そ
ひ
は
べ
り
け
る
、
そ
の
こ
ろ
の
げ

に
と
心
寄
る
ば
か
り
あ
ら
は
な
る
定
め
こ
そ
は
べ
ら
ざ
な
れ
。
唐
土
に
は
、
春
の
花
の
錦
に
し
く
も
の
な
し
と
言
ひ
は
べ
め
り
、

大
和
言
の
葉
に
は
、
秋
の
あ
は
れ
を
と
り
た
て
て
思
へ
る
、
い
づ
れ
も
時
々
に
つ
け
て
見
た
ま
ふ
に
、
目
移
り
て
え
こ
そ
花
鳥
の

色
を
も
音
を
も
わ
き
ま
へ
は
べ
ら
ね
。
狭
き
垣
根
の
内
な
り
と
も
、
そ
の
を
り
の
心
見
知
る
ば
か
り
、
春
の
花
の
木
を
も
植
ゑ
わ

た
し
、
秋
の
草
を
も
掘
り
移
し
て
、
い
た
づ
ら
な
る
野
辺
の
虫
を
も
住
ま
せ
て
、
人
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
い

づ
方
に
か
御
心
寄
せ
は
べ
る
べ
か
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
い
と
聞
こ
え
に
く
き
こ
と
と
思
せ
ど
、
む
げ
に
絶
え
て
御
答
へ

聞
こ
え
た
ま
は
ざ
ら
ん
も
う
た
て
あ
れ
ば
、「
ま
し
て
い
か
が
思
ひ
分
き
は
べ
ら
む
。
げ
に
い
つ
と
な
き
中
に
、
あ
や
し
と
聞
き

し
夕
こ
そ
、
は
か
な
う
消
え
た
ま
ひ
に
し
露
の
よ
す
が
に
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
け
れ
」
と
、
し
ど
け
な
げ
に
の
た
ま
ひ
消
つ

も
い
と
ら
う
た
げ
な
る
に
、�

（
薄
雲
⑵
四
六
一
―
四
六
二
）

源
氏
は
兄
朱
雀
院
の
秋
好
中
宮注
３

へ
の
思
い
を
憚
っ
て
、
彼
女
を
伊
勢
か
ら
帰
京
後
母
御
息
所
と
と
も
に
住
ん
で
い
た
六
条
の
邸
か
ら
入

内
さ
せ
た
が
、
彼
女
は
源
氏
の
養
女
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
入
内
後
は
二
条
院
の
寝
殿
に
里
下
が
り
し
た
の
で
あ
る
。
二
条
東
院

構
想
で
秋
好
中
宮
が
二
条
院
の
寝
殿
に
入
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

と
も
か
く
右
に
引
用
し
た
場
面
で
は
、
源
氏
が
「
一
年
が
移
り
変
わ
る
折
々
の
花
や
紅
葉
、
あ
る
い
は
空
の
風
情
に
つ
け
て
も
心
の
晴

れ
る
こ
と
を
し
て
み
た
い
も
の
だ
。
昔
か
ら
春
の
花
の
林
、
秋
の
野
の
盛
り
を
そ
れ
ぞ
れ
に
人
は
言
い
争
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
争

い
の
い
か
に
も
と
納
得
で
き
る
よ
う
な
結
論
は
な
い
よ
う
で
す
」
と
古
来
春
、
秋
の
優
劣
を
め
ぐ
る
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
決
着
が
未
だ
着
い
て
い
な
い
こ
と
に
言
及
し
、「
狭
い
垣
根
の
中
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
折
の
風
情
を
味
わ
え
る
よ
う
春
の
花
の
木

三



を
一
面
に
植
え
、
秋
の
草
を
掘
り
取
っ
て
移
植
し
、
聞
く
人
も
な
い
野
辺
の
虫
を
放
し
た
り
し
て
、
皆
に
お
目
に
掛
け
よ
う
と
思
い
ま

す
が
、
あ
な
た
は
ど
ち
ら
に
心
を
寄
せ
ら
れ
ま
す
か
」
と
秋
好
中
宮
に
春
と
秋
の
ど
ち
ら
の
季
節
に
心
を
寄
せ
る
の
か
と
尋
ね
る
。
そ

れ
に
対
し
、
秋
好
中
宮
は
「
こ
の
私
に
ど
う
し
て
判
断
が
つ
き
ま
し
ょ
う
。
仰
せ
の
よ
う
に
春
と
秋
の
ど
ち
ら
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い

ま
せ
ん
が
、「
あ
や
し
」
と
聞
き
ま
し
た
秋
の
夕
べ
は
は
か
な
く
亡
く
な
っ
た
母
の
ゆ
か
り
の
よ
う
に
な
つ
か
し
く
思
わ
れ
ま
す
」
と

母
御
息
所
が
亡
く
な
っ
た
秋
に
心
引
か
れ
る
と
答
え
る
。

　

す
る
と
、
源
氏
は
紫
の
上
が
住
む
二
条
院
の
西
の
対
に
赴
き
、
紫
の
上
に
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。

女
君
に
、「
女
御
の
、秋
に
心
寄
せ
た
ま
へ
り
し
も
あ
は
れ
に
、君
の
春
の
曙
に
心
し
め
た
ま
へ
る
も
こ
と
わ
り
に
こ
そ
あ
れ
。
時
々

に
つ
け
た
る
木
草
の
花
に
寄
せ
て
も
、
御
心
と
ま
る
ば
か
り
の
遊
び
し
て
し
が
な
」
と
、「
公
私
の
営
み
し
げ
き
身
こ
そ
ふ
さ
は

し
か
ら
ね
、
い
か
で
思
ふ
こ
と
し
て
し
が
な
」
と
、「
た
だ
御
た
め
さ
う
ざ
う
し
く
や
と
思
ふ
こ
そ
心
苦
し
け
れ
」
な
ど
語
ら
ひ

き
こ
え
た
ま
ふ
。�

（
薄
雲
⑵
四
六
四
―
四
六
五
）

源
氏
と
秋
好
中
宮
の
会
話
を
収
め
た
先
の
引
用
は
、
秋
好
中
宮
が
「
げ
に
い
つ
と
な
き
中
に
、
あ
や
し
と
聞
き
し
夕
こ
そ
、
は
か
な
う

消
え
た
ま
ひ
に
し
露
の
よ
す
が
に
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
べ
け
れ
」
と
秋
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
明
石
の
君

が
秋
を
表
象
す
る
女
性
か
ら
冬
を
表
象
す
る
女
性
へ
と
移
さ
れ
た
後
、
空
席
と
な
っ
て
い
た
秋
を
表
象
す
る
女
性
に
秋
好
中
宮
が
充
て

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
後
に
引
用
し
た
源
氏
の
紫
の
上
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
は
、
秋
好
中
宮
が
秋
に

心
を
寄
せ
て
い
る
と
聞
い
た
源
氏
が
、
既
に
物
語
の
始
め
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
紫
の
上
と
春
の
結
び
つ
き
を
再
確
認
し
、
紫
の
上
が
春

を
表
象
す
る
女
性
で
あ
る
こ
と
を
念
押
し
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
同
時
に
、
源
氏
は
秋
好
中
宮
に
「
狭
き
垣
根
の
内
な
り
と
も
、
そ
の
を
り
の
心
見
知
る
ば
か
り
、
春
の
花
の
木
を
も
植
ゑ
わ
た
し
、

四



秋
の
草
を
も
掘
り
起
こ
し
て
、
い
た
づ
ら
な
る
野
辺
の
虫
を
も
住
ま
せ
て
、
人
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
」
と
語
り
、
紫

の
上
に
は
「
時
々
に
つ
け
た
る
木
草
の
花
に
寄
せ
て
も
、御
心
と
ま
る
ば
か
り
の
遊
び
し
て
し
が
な
」
と
い
っ
た
思
い
を
吐
露
す
る
が
、

こ
の
一
連
の
や
り
と
り
は
、
こ
の
薄
雲
巻
巻
末
で
春
、
秋
の
庭
園
を
持
つ
邸
の
造
営
と
い
う
こ
と
が
、
源
氏
の
意
識
の
中
に
芽
生
え
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
も
、
源
氏
は
海
竜
王
に
比
定
さ
れ
る
。
海
竜
王
の
邸
は
四
方
四
季
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
源
氏
の
新
し
い
邸

は
東
、
西
、
南
、
北
の
四
方
に
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
庭
園
が
配
さ
れ
る
四
方
四
季
の
邸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
四
方
四
季
の
邸
の
造
営
は
源
氏
三
十
四
歳
の
秋
に
開
始
さ
れ
る
。

大
殿
、
静
か
な
る
御
住
ま
ひ
を
、
同
じ
く
は
広
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
こ
こ
か
し
こ
に
て
お
ぼ
つ
か
な
き
山
里
人
な
ど
を
も
集
へ

住
ま
せ
ん
の
御
心
に
て
、
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
、
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
式
部
卿

宮
、
明
け
ん
年
ぞ
五
十
に
な
り
た
ま
ひ
け
る
を
、
御
賀
の
こ
と
、
対
の
上
思
し
設
く
る
に
、
大
臣
も
げ
に
過
ぐ
し
が
た
き
こ
と
ど

も
な
り
、
と
思
し
て
、
さ
や
う
の
御
い
そ
ぎ
も
、
同
じ
く
は
め
づ
ら
し
か
ら
ん
御
家
居
に
て
と
急
が
せ
た
ま
ふ
。

（
少
女
⑶
七
六
―
七
七
）

源
氏
は
「
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
、
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
、
故
六
条
御
息
所
の
住
ま

い
で
現
在
は
秋
好
中
宮
が
所
有
し
て
い
る
一
町
の
邸
の
周
囲
に
さ
ら
に
三
つ
の
町
を
加
え
、
四
町
の
造
営
に
取
り
か
か
る
。
紫
の
上
の

父
で
あ
る
式
部
卿
宮
の
五
十
の
賀
が
翌
年
に
迫
っ
て
お
り
、
そ
の
御
賀
を
紫
の
上
が
準
備
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
源
氏
も
そ
れ
を
見
過

ご
す
わ
け
に
も
い
か
ず
、
同
じ
こ
と
な
ら
新
し
い
邸
で
式
部
卿
の
五
十
の
御
賀
を
執
り
行
い
た
い
と
造
営
を
急
が
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
源
氏
が
新
し
い
邸
宅
を
造
る
に
あ
た
っ
て
、
物
語
作
者
は
な
ぜ
か
つ
て
六
条
御
息
所
の
住
ん
で
い
た
邸
と
そ
れ
に
隣
接

す
る
土
地
に
源
氏
の
新
し
い
邸
宅
を
造
営
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
源
氏
が
平
安
京
内
で
所
有
す
る
二
条
院

五



お
よ
び
二
条
東
院
以
外
の
場
所
で
、
都
の
中
に
新
し
い
住
ま
い
を
求
め
よ
う
と
し
た
時
、
源
氏
の
養
女
と
な
っ
て
い
る
秋
好
中
宮
の
所

有
す
る
土
地
が
、
源
氏
に
と
っ
て
最
も
活
用
し
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
秋
好
中
宮
は
源
氏
の
養
女
で
あ
り
、
故

六
条
御
息
所
邸
は
、
源
氏
が
新
し
い
邸
を
造
営
し
よ
う
と
し
た
時
、
最
も
活
用
し
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
源
氏
が
造
営
す
る
四
方
四
季
の
邸
に
は
四
人
の
女
性
が
住
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
四
人
の
女
性
た
ち
は
全
て
源
氏
の
妻

と
な
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
源
氏
が
四
方
四
季
を
支
配
す
る
た
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
と
季
節
を
表
象
す
る
女
性
を
娶
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
条
東
院
構
想
で
は
、
春
、
東
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
秋
、
西
を
表
象
す
る
明
石
の
君
、
夏
、
南

を
表
象
す
る
花
散
里
、
冬
、
北
を
表
象
す
る
末
摘
花
の
四
人
は
い
ず
れ
も
源
氏
と
の
関
係
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
が
六
条
院
構
想
に
変

化
し
た
時
、
秋
を
表
象
す
る
女
性
は
秋
好
中
宮
と
な
っ
た
。
紫
の
上
、
明
石
の
君
、
花
散
里
は
い
ず
れ
も
源
氏
と
男
女
の
関
係
を
持
つ

が
、
秋
好
中
宮
は
源
氏
と
男
女
の
関
係
を
持
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
六
条
院
に
お
い
て
源
氏
と
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な

く
は
な
い
が
、
冷
泉
帝
の
中
宮
と
な
る
秋
好
中
宮
と
源
氏
の
密
通
と
い
う
事
態
を
想
定
す
る
の
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
秋

好
中
宮
の
母
、
六
条
御
息
所
は
源
氏
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
秋
好
中
宮
の
里
邸
で
あ
る
六
条
の
邸
を
新
し
い
邸
の
一
角
に
取
り
込
め

ば
、
か
つ
て
源
氏
と
関
係
を
有
し
た
六
条
御
息
所
の
邸
に
娘
の
秋
好
中
宮
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、
源
氏
が
秋
好
中
宮
を
娶
る
の
と
同

様
の
効
果
を
期
待
で
き
る
。
源
氏
が
「
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
、
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
」
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
要
件
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か注
４

。

　

ま
た
、
六
条
院
の
敷
地
の
広
さ
を
東
西
二
町
、
南
北
二
町
の
四
町
と
し
た
の
は
、
源
氏
の
権
勢
の
大
き
さ
を
示
す
狙
い
が
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
朧
谷
寿
は

河
原
院
の
よ
う
な
四
町
規
模
の
邸
宅
は
平
安
京
を
見
わ
た
し
て
も
僅
か
で
、
冷
泉
（
然
）
院
・
朱
雀
院
・
淳
和
院
と
い
っ
た
後
院
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（
太
上
天
皇
の
居
所
）
を
除
け
ば
、
藤
原
の
頼
通
の
高
陽
院
（
賀
陽
院
の
後
身
）
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
道
長
邸
を
は
じ
め
摂
関
家
の

屋
敷
で
も
二
町
規
模
（
九
〇
〇
〇
坪
弱
）
で
あ
る
か
ら
、
京
内
に
お
い
て
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、「
累
代
の
後
院
」
の
呼
称
が
あ
る
の
は
冷
泉
院
・
朱
雀
院
で
あ
り
、
前
者
は
「
四
町
の
邸
で
周
囲
を
大
路
が
め
ぐ

る
の
は
京
中
で
も
こ
こ
だ
け
」
と
い
わ
れ
た
が
（『
大
鏡
』）、
こ
れ
は
正
し
い
認
識
で
は
な
く
、
こ
の
東
北
に
所
在
の
高
陽
院
も

同
様
で
あ
っ
た
。
な
お
、
冷
然
院
は
二
度
の
焼
失
の
あ
と
「
然
」
は
「
燃
」
に
通
じ
る
と
い
う
理
由
か
ら
「
泉
」
に
改
め
ら
れ
て

い
る
。
十
世
紀
中
期
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
の
朱
雀
院
は
、
朱
雀
大
路
に
東
接
し
て
所
在
し
、
広
さ
八
町
と
い
う
平
安
京
で
も
最

大
規
模
の
屋
敷
で
あ
っ
た
。

と
指
摘
す
る
が注
５

、
四
町
の
高
陽
院
が
藤
原
頼
通
の
手
に
よ
っ
て
完
成
し
た
の
は
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
） 

で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
作

者
紫
式
部
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
京
で
四
町
規
模
の
邸
宅
は
紫
式
部
存
命
の
時
期
に
お
い
て
は
、

源
融
の
河
原
院
以
外
は
冷
泉
院
等
、
上
皇
の
居
所
と
な
る
後
院
の
み
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
六
条
院
の
準
拠
と
し
て
源
融
の
河
原
の

院
が
挙
げ
ら
れ
る
の
も
、
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
四
町
の
邸
を
所
有
し
得
た
の
が
源
融
以
外
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
物
語
作
者
は
源
氏
を
四
町
の
邸
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、
源
氏
が
河
原
院
以
外
の
四
町
の
邸
宅
、
つ
ま
り
後
院
に
す
む
上
皇
と

等
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
源
氏
の
邸
で
あ
る
六
条
院
が
後
院
と
同
等
の
四
町
の
規
模
の
邸

で
あ
る
こ
と
は
、
源
氏
が
太
上
天
皇
に
比
肩
す
る
権
勢
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
有
力
な
徴
証
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
四
方
四
季
の
邸
宅

　

さ
て
、
四
方
四
季
の
邸
と
い
う
と
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
に
描
か
れ
る
神
南
備
種
松
の
邸
が
想
起
さ

れ
る注
６

。
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吹
上
の
浜
わ
た
り
に
、
広
く
お
も
し
ろ
き
所
を
選
び
求
め
て
、
金
銀
瑠
璃
の
大
殿
を
造
り
磨
き
、
四
面
八
町
の
内
に
、
三
重
の
垣

を
し
、
三
つ
の
陣
を
据
ゑ
た
り
。
宮
の
内
、
瑠
璃
を
敷
き
、
お
と
ど
十
、
廊
、
楼
な
ん
ど
し
て
、
紫
檀
、
蘇
枋
、
黒
柿
、
唐
桃
な

ど
い
ふ
木
ど
も
を
材
木
と
し
て
、
金
銀
、
瑠
璃
、
車
渠
、
瑪
瑙
の
大
殿
を
造
り
重
ね
て
、
四
面
め
ぐ
り
て
、
東
の
陣
の
外
に
は
春

の
山
、
南
の
陣
の
外
に
は
夏
の
陰
、
西
の
陣
の
外
に
は
秋
の
林
、
北
に
は
松
の
林
、
面
を
め
ぐ
り
て
植
ゑ
た
る
草
木
、
た
だ
の
姿

せ
ず
、
咲
き
出
づ
る
花
の
色
、
木
の
葉
、
こ
の
世
の
香
に
似
ず
。
栴
檀
、
優
曇
、
交
じ
ら
ぬ
ば
か
り
な
り
。
孔
雀
、
鸚
鵡
の
鳥
、

遊
ば
ぬ
ば
か
り
な
り
。 

（
吹
上
上
）

神
南
備
種
松
の
邸
は
、「
東
の
陣
の
外
に
は
春
の
山
、
南
の
陣
の
外
に
は
夏
の
陰
、
西
の
陣
の
外
に
は
秋
の
林
、
北
に
は
松
の
林
」
と

あ
る
よ
う
に
、
東
に
春
の
庭
、
南
に
夏
の
庭
、
西
に
秋
の
庭
、
北
に
冬
の
庭
（
松
は
冬
を
象
徴
す
る
景
物
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
）

が
造
成
さ
れ
、
五
行
思
想
に
則
っ
て
邸
の
四
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
の
庭
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
種
松

が
五
行
思
想
に
沿
っ
た
形
で
四
方
四
季
の
邸
を
形
成
し
え
た
の
は
、
種
松
の
邸
が
紀
伊
国
牟
婁
群
と
い
う
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
の
四

面
八
町
と
い
う
広
大
な
敷
地
の
上
に
建
て
ら
れ
、
邸
の
周
り
に
四
季
の
庭
を
造
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
六
条
院
は
い
さ
さ
か
事
情
を
異
に
す
る
。
六
条
院
は
「
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
、

四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
」た
邸
で
あ
る
。
平
安
京
は
条
坊
制
に
よ
り
、土
地
は
東
西
を
横
に
走
る
道
路
と
南
北
を
縦
に
走
る
道
路
に
よ
っ

て
正
方
形
な
い
し
は
長
方
形
に
区
画
さ
れ
て
お
り
、
平
安
京
の
中
に
邸
宅
を
造
営
す
る
に
は
、
東
西
と
南
北
を
走
る
道
路
に
よ
っ
て
区

画
さ
れ
た
正
方
形
な
い
し
長
方
形
の
土
地
の
上
に
邸
を
建
て
る
し
か
な
い
。こ
う
し
た
平
安
京
の
土
地
区
画
上
の
制
約
が
あ
る
場
所
に
、

神
南
備
種
松
の
邸
の
よ
う
に
五
行
思
想
に
基
づ
い
て
東
、
南
、
西
、
北
に
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
季
節
を
対
応
さ
せ
た
配
置
を
持
つ
邸
宅

を
造
営
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
平
安
京
の
土
地
区
画
を
前
提
と
し
、
当
時
実
際
に
存
在
し
た
邸
宅
を
考
慮
し
つ
つ
、
四
町
の
土
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地
に
四
方
四
季
の
邸
を
構
想
す
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
先
に
示
し
た
後
院
や
河
原
院
の
よ
う
な
東
西
二
町
、
南
北
二
町
の
正
方
形
の
敷

地
を
確
保
し
、
さ
ら
に
そ
の
敷
地
を
四
等
分
し
た
東
西
一
町
、
南
北
一
町
の
四
つ
の
正
方
形
の
土
地
の
上
に
、
四
季
を
表
象
す
る
四
人

の
女
性
の
住
む
邸
宅
を
造
営
す
る
と
い
う
の
が
最
も
穏
当
な
選
択
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

東
西
二
町
、
南
北
二
町
の
敷
地
に
一
町
四
方
の
町
を
四
つ
造
営
す
る
と
な
る
と
、
四
つ
の
町
は
、
丑
寅
（
東
北
）
の
町
、
辰
巳
（
東

南
）
の
町
、
未
申
（
西
南
）
の
町
、
戌
亥
（
西
北
）
の
四
つ
の
町
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
東
、
西
、
南
、
北
の
方
位
を
ど
の
町
に
割
り

当
て
る
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
若
紫
執
筆
開
始
時
点
で
想
定
さ
れ
て
い
た
二
条
東
院
構
想
を
廃
棄
し
、
新
た
に

六
条
院
を
構
想
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
最
も
大
き
な
理
由
は
、
明
石
の
君
に
秋
の
季
節
を
割
り
当
て
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
彼
女
に

北
、
冬
と
い
う
属
性
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た注
７

。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
二
条
東
院
構
想
を
廃
棄
し

て
、
源
氏
の
新
し
い
邸
宅
六
条
院
を
造
営
す
る
に
当
た
っ
て
最
も
留
意
し
、
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
六
条
院
の
北
、
冬

と
い
う
属
性
を
示
す
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
明
石
の
君
を
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

六
条
院
が
、
丑
寅
の
町
、
辰
巳
の
町
、
未
申
の
町
、
戌
亥
の
四
つ
の
町
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
と
、
明
石
の
君
が
住
ま

う
六
条
院
の
北
、
冬
の
町
は
六
条
院
の
北
側
に
あ
る
丑
寅
の
町
か
戌
亥
の
町
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
南
備
種
松
の
邸
で

は
、
北
と
い
う
方
位
は
す
ぐ
に
確
定
で
き
た
が
、
六
条
院
で
は
北
の
方
位
を
示
す
の
が
丑
寅
か
、
そ
れ
と
も
戌
亥
か
を
ま
ず
決
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
し
、
明
石
の
君
の
住
ま
う
町
を
戌
亥
の
町
と
し
、
戌
亥
の
町
を
北
、
冬
の
町
と
し
た
場
合
、
五
行
思
想
に
従
え
ば
、
そ
の
対
角
に

あ
る
辰
巳
の
町
が
南
、
夏
の
町
と
な
り
、
戌
亥
の
町
と
辰
巳
の
町
を
結
ぶ
南
北
の
線
の
右
側
に
あ
る
丑
寅
の
町
が
東
、
春
の
町
、
左
側

に
あ
る
未
申
の
町
が
西
、
秋
の
町
と
な
る
。
ま
た
、
明
石
の
君
の
町
を
丑
寅
の
町
に
配
し
、
そ
の
丑
寅
の
町
を
北
、
冬
の
町
と
す
る
と
、
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そ
の
対
角
に
あ
る
未
申
の
町
が
南
、
夏
の
町
と
な
り
、
丑
寅
の
町
と
未
申
の
町
を
結
ぶ
南
北
の
線
の
右
側
に
あ
る
辰
巳
の
町
が
東
、
春

の
町
、
左
側
に
あ
る
の
が
戌
亥
の
町
が
西
、
秋
の
町
と
な
る
。

　

既
に
六
条
院
造
営
開
始
以
前
に
、
紫
の
上
は
春
、
花
散
里
は
夏
、
秋
好
中
宮
は
秋
、
明
石
の
君
は
冬
を
表
象
す
る
こ
と
は
決
め
ら
れ

て
い
た
。
と
す
る
と
、
五
行
思
想
に
則
っ
て
季
節
と
方
位
を
定
め
る
と
、
六
条
院
の
四
つ
の
町
に
入
居
す
る
女
性
の
配
置
は
、
次
に
図

示
す
る
二
通
り
の
配
置
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

図
１　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

と
こ
ろ
が
、
源
氏
三
十
五
歳
の
八
月
、
六
条
院
の
完
成
が
告
げ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
続
い
て
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
入
居
す
る

女
性
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

紫 の 上

春 ・ 東

花 散 里

夏 ・ 南

明 石 の 君

冬 ・ 北

斎 宮 女 御

秋 ・ 西

明 石 の 君

冬・北

斎 宮 女 御

秋 ・ 西

紫 の 上

春 ・ 東

花 散 里

夏 ・ 南
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八
月
に
ぞ
、
六
条
院
造
り
は
て
て
渡
り
た
ま
ふ
。
未
申
の
町
は
、
中
宮
の
旧
宮
な
れ
ば
、
や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。
辰
巳
は
、

殿
の
お
は
す
べ
き
町
な
り
。
丑
寅
は
、
東
の
院
に
住
み
た
ま
ふ
対
の
御
方
、
戌
亥
の
町
は
、
明
石
の
君
と
思
し
お
き
て
さ
せ
た
ま

へ
り
。�

（
少
女
⑶
七
八
）

六
条
院
の
未
申
の
町
は
も
と
も
と
秋
好
中
宮
が
伝
領
し
て
い
る
邸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
の
町
と
な
る
。
辰
巳

の
町
は
源
氏
が
住
ま
う
町
と
な
り
、
源
氏
の
正
妻
格
で
、
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
も
当
然
そ
こ
に
住
ま
う
こ
と
に
な
る
。
丑
寅
の
町
は

二
条
東
院
の
西
の
対
に
住
み
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
、
戌
亥
の
町
に
は
冬
を
表
象
す
る
明
石
の
君
が
居
住
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
三
谷
栄
一
は
、
右
に
引
用
し
た
少
女
巻
の
六
条
院
完
成
を
告
げ
る
叙
述
以
降
、
六
条
院
に
入
居
し
た
四
人
の
女
性
の
物
語
中

の
呼
称
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る注
８

。

【
紫
の
上
】

　

辰
巳
の
殿
―
乙
女

　

春
の
御
前
―
胡
蝶
・
野
分
・
真
木
柱

　

春
の
お
と
ど
の
の
御
前
―
初
音

　

南
の
上
―
野
分
・
行
幸

　

南
の
お
と
ど
―
初
音
・
野
分
・
夕
霧

　

南
の
町
―
玉
鬘
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【
花
散
里
】

　

六
条
の
東
の
上
―
夕
霧

　

六
条
の
東
の
君
―
若
菜
下

　

東
ひ
ん
が
しの
御
方
―
野
分
・
玉
鬘
ひ
ん
が
し

　

東
の
上
―
夕
霧

　

東
の
お
と
ど
―
若
菜
下
・
夕
霧

　

東
の
町
―
野
分

　

夏
の
御
方
―
玉
鬘
・
梅
枝
・
藤
裏
葉
・
若
菜
上
・
幻

　

丑
寅
の
町
―
玉
鬘
・
若
菜
上
・
下

【
秋
好
中
宮
】

　

西
の
お
前
―
藤
裏
葉

　

西
の
お
と
ど
―
梅
枝

　

未
申
の
町
―
乙
女

【
明
石
の
君
】

　

西
の
町
―
乙
女

　

北
の
町
に
物
す
る
人
―
玉
鬘

　

北
の
お
と
ど
―
玉
鬘
・
初
音
・
野
分

一
二



　

冬
の
御
方
―
梅
枝

　

戌
亥
の
町
―
乙
女

　

右
に
示
し
た
少
女
巻
に
お
け
る
六
条
院
完
成
時
の
記
述
お
よ
び
物
語
に
認
め
ら
れ
る
六
条
院
の
四
つ
の
町
に
住
む
四
人
の
女
性
の
呼

称
か
ら
、
六
条
院
に
お
い
て
は
、
辰
巳
の
町
は
南
の
町
と
さ
れ
、
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
が
住
ま
い
、
未
申
の
町
は
西
の
町
と
呼
ば
れ
、

秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
が
入
居
す
る
。
丑
寅
の
町
は
東
の
町
と
さ
れ
、
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
が
住
み
、
戌
亥
の
町
は
北
の
町
と
呼

ば
れ
、
冬
を
表
象
す
る
明
石
の
君
が
住
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
三
谷
の
挙
げ
た
呼
称
の
う
ち
一
例
の
み
、
北
の
町
に
住
む
明
石
の
君
が
少
女
巻
で
「
西
の
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
が
存

在
す
る
。
こ
の
用
例
は
、
先
に
引
用
し
た
六
条
院
完
成
直
後
の

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
お
も
し
ろ
く
、
山
里
め
き
て
、
卯
花
の
垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ
た
し
て
、
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、
撫
子
、
薔
薇
、

く
た
に
な
ど
や
う
の
花
の
く
さ
ぐ
さ
を
植
ゑ
て
、
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。
東
面
は
、
分
け
て
馬
場
殿
づ
く
り
、

埒
結
ひ
て
、
五
月
の
御
遊
び
所
に
て
、
水
の
ほ
と
り
に
菖
蒲
植
ゑ
し
げ
ら
せ
て
、
む
か
ひ
に
御
厩
し
て
、
世
に
な
き
上
馬
ど
も
と

と
の
へ
立
て
さ
せ
た
ま
へ
り
。
西
の
町
は
、
北
面
築
き
わ
け
て
、
御
倉
町
な
り
。
隔
て
の
垣
に
松
の
木
し
げ
く
、
雪
を
も
て
あ
そ

ば
ん
た
よ
り
に
よ
せ
た
り
。
冬
の
は
じ
め
の
朝
霜
む
す
ぶ
べ
き
菊
の
籬
、
我
は
顔
な
る
柞
原
、
を
さ
を
さ
名
も
知
ら
ぬ
深
山
木
ど

も
の
木
深
き
な
ど
移
し
植
ゑ
た
り
。�

（
少
女
⑶
七
八
ー
八
〇
）

と
い
う
記
述
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
の
場
面
は
花
散
里
の
住
む
丑
寅
の
町
を
「
北
の
東
」
と
呼
ん
だ
の
を
承
け
て
「
西

の
町
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
西
の
町
」
は
戌
亥
の
町
、
つ
ま
り
北
の
町
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
差
し

一
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支
え
な
か
ろ
う
。

　

な
お
、
紫
の
上
の
住
ま
う
辰
巳
の
町
に
は
、
明
石
の
君
の
娘
で
あ
る
明
石
の
姫
君
が
紫
の
上
の
養
女
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

花
散
里
が
居
住
す
る
丑
寅
の
町
に
は
、
内
大
臣
（
箒
木
巻
の
頭
の
中
将
）
と
夕
顔
と
の
間
に
生
ま
れ
た
玉
鬘
が
六
条
院
完
成
直
後
に
引

き
取
ら
れ
る
。

　

以
上
の
検
討
よ
り
、
六
条
院
に
入
居
す
る
四
人
の
女
性
の
住
ま
う
町
と
そ
れ
ら
の
女
性
が
表
象
す
る
方
位
と
季
節
、
そ
れ
に
明
石
の

姫
君
、
玉
鬘
の
居
所
を
図
示
す
る
と
図
３
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
３

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
東
西
二
町
、
南
北
二
町
の
敷
地
の
中
に
一
町
四
方
の
四
つ
の
町
に
造
り
、
明
石
の
君
が
北
、
冬

を
表
象
す
る
こ
と
最
優
先
に
し
て
、
五
行
思
想
の
方
位
と
季
節
の
対
応
に
則
っ
て
東
に
春
、
南
に
夏
、
西
に
秋
、
北
に
冬
を
割
り
当
て

花 散 里

　玉　鬘　

夏 ・ 東

紫 の 上

明 石 の 姫 君

春 ・ 南

明 石 の 君

冬 ・ 北

秋 好 名 宮

秋 ・ 西
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よ
う
と
す
る
と
、
図
１
な
い
し
図
２
の
形
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
六
条
院
完
成
時
の
記
述
に
従
い
、
北
、
冬

を
表
象
す
る
明
石
の
君
を
丑
寅
の
町
に
配
置
す
る
と
す
る
と
、五
行
思
想
に
従
う
な
ら
ば
、図
１
の
形
に
な
る
し
か
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
１

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
物
語
で
は
、
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
を
南
の
町
と
呼
ば
れ
る
辰
巳
町
に
住
ま
わ
せ
、
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
を
東

の
町
と
呼
ば
れ
る
丑
寅
の
町
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
東
の
町
と
呼
ば
れ
、
東
を
表
象
す
る
丑
寅
の
町
に
夏
を
表
象
す

る
花
散
里
が
住
ま
い
、
南
の
町
と
さ
れ
、
南
を
表
象
す
る
辰
巳
に
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
が
入
居
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
源
氏
は
海
竜
王
で
あ
る
。
海
竜
王
の
邸
は
四
方
四
季
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
六
条
院
は
、
四
つ
の
町
が

四
方
と
四
季
を
示
し
四
方
四
季
の
邸
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
四
つ
の
町
が
示
す
方
位
と
季
節
の
対
応
は
、
五
行
思
想
が
示
す

方
位
と
季
節
の
対
応
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
物
語
作
者
が
五
行
思
想
に
基
づ
い
て
源
氏
の
邸
を
造
ろ
う
と
す
れ

紫 の 上

春 ・ 東

花 散 里

夏 ・ 南

明 石 の 君

冬 ・ 北

秋 好 名 宮

秋 ・ 西
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ば
、
図
１
の
よ
う
な
配
置
も
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
作
者
は
な
ぜ
五
行
思
想
に
お
け
る
方
位
と
季
節
の
対

応
、
す
な
わ
ち
東
に
春
、
南
に
夏
、
西
に
秋
、
北
に
冬
と
い
う
対
応
に
従
う
こ
と
な
く
、
六
条
院
の
東
の
町
に
夏
、
南
の
町
に
春
、
西

の
町
に
秋
、
北
の
町
に
冬
を
割
り
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

注１　

本
書
第
二
章
。

２　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
に
拠
る
。

３�　

前
坊
と
六
条
御
息
所
の
間
に
生
ま
れ
た
彼
女
は
、
正
確
に
は
入
内
以
前
は
年
齢
に
よ
っ
て
前
坊
の
姫
君
、
斎
宮
、
前
斎
宮
な
ど
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

本
稿
で
は
秋
好
中
宮
と
い
う
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
呼
称
で
統
一
す
る
。

４�　

藤
井
貞
和
は
『
源
氏
物
語
論
』（
岩
波
書
店
、
平
成
十
二
年
）
第
十
章
、
第
一
節
「
光
源
氏
物
語
主
題
論
」
に
お
い
て
、
六
条
院
の
造
営
は
六
条
御
息
所
の

鎮
魂
の
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

５　

朧
谷
寿
『
源
氏
物
語
の
風
景
』
平
安
京
の
風
景
ー
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
代
え
て
（
平
成
11
年
、
吉
川
弘
文
館
）

６　
『
宇
津
保
物
語
』
の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
に
よ
る
。

７　

本
書
第
三
章
。

８　

三
谷
栄
一
『
物
語
史
の
研
究
』
第
三
編
、
第
三
章
（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
42
年
）
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