
六
条
院
の
成
立
（
下
）

平

沢

竜

介

五
　
五
行
思
想
と
異
な
る
方
位
と
季
節

　

こ
の
間
題
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
物
語
作
者
が
秋
好
中
宮
に
秋
と
い
う
属
性
を
与

え
た
場
面
に
も
う
一
度
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
「
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
つ
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
つ
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
②
四
六
一
ー
四
六
二
）

二
条
院
に
里
下
が
り
し
て
き
た
秋
好
中
宮
に
向
か
っ
て
源
氏
は
、
「
春
と
秋
の
優
劣

を
昔
か
ら
多
く
の
人
々
が
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
優
劣
は
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。

中
国
で
は
春
の
花
の
錦
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
と
し
、
日
本
で
は
秋
の
趣
を
す
ば
ら
し

い

と
す
る
が
、
ど
ち
ら
も
素
晴
ら
し
く
そ
の
優
劣
は
決
め
か
ね
る
」
と
語
り
、
秋
好

中
宮
に
春
と
秋
の
ど
ち
ら
の
季
節
に
心
を
寄
せ
て
い
る
か
と
尋
ね
る
。
秋
好
中
宮
が

躊
躇
つ
つ
も
秋
と
答
え
る
と
、
源
氏
は
そ
の
足
で
紫
の
上
の
許
を
訪
れ
、

　
　
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
②
四
六
四
ー
四
六
五
）

と
、
秋
好
中
宮
が
秋
に
心
を
寄
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
あ
な
た
が
春
に
愛
着
を
示
し
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て
い

る
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
と
語
る
。

　
物
語
作
者
は
若
紫
巻
を
執
筆
す
る
以
前
の
段
階
で
は
、
源
氏
が
明
石
か
ら
帰
京
し

た
後
、
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
、
二
条
東
院

の

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
し
、
二
条
院
と
二
条
東
院
を
合
わ
せ
て
四
方
四
季
の
邸
を
構
築
す
る
構
想
を
抱

い

て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
石
の
君
の
身
分
が
他
の
三
人
の
女
性
た
ち

の

身
分
に
比
べ
て
著
し
く
劣
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
に
西
、
秋
を
表
象
さ
せ
る

こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
、
彼
女
が
明
石
か
ら
上
京
す
る
に
際
し
て
、
二
条
東
院
に
直

接
入
居
さ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
大
堰
の
山
荘
に
移
り
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
女
に
北
、
冬
と
い
う
属
性
を
賦
与
す
る
と
い
う
変
更
を
施
し
た
。
こ
の
変
更
に
よ
っ

て
、
当
初
の
構
想
で
北
、
冬
を
表
象
す
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
た
末
摘
花
は
、
四

方
四
季
を

表
象
す

る
四
人
の
女
性
か
ら
外
さ
れ
、
明
石
の
君
が
当
初
表
象
す
る
予
定

で

あ
っ
た
秋
を
表
象
す
る
女
性
が
不
在
と
な
っ
た
。
と
同
時
に
、
二
条
院
の
東
に
二

条
東
院
を
造
り
、
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
、
二
条
東
院
の
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
し
て
四
方
四
季
の
邸
を

造
営
す
る
と
い
う
物
語
作
者
が
当
初
描
い
て
い
た
構
想
も
、
明
石
の
君
が
西
、
秋
を

表
象
す
る
女
性
か
ら
北
、
冬
を
表
象
す
る
女
性
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
放

棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
物
語
作
者
は
新
た
に
秋
を
表
象
す
る
女

性
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
新
た
に
秋
を
表
象
す
る
女

性
と
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
、
冬
を
表
象
す
る
明
石
の
君

の

三
人

を
一
ヵ
所
に
集
め
て
、
新
た
に
四
方
四
季
の
邸
宅
を
造
営
す
る
必
要
に
迫
ら

れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
右
に
引
用
し
た
薄
雲
巻
で
の
源
氏
が
春
秋
の
優
劣

に

言
及
し
た
場
面
が
語
ら
れ
る
。
引
用
の
前
半
部
分
で
、
秋
好
中
宮
が
秋
に
心
を
寄

せ

て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
時
点
で
、
秋
好
中
宮
が
秋
を
表
象
す
る
女
性
と
な
る
こ

と
が
確
定
し
、
明
石
の
君
の
大
堰
移
住
以
来
問
題
と
な
っ
て
き
た
秋
を
表
象
す
る
女

性
の
不
在
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
な
ぜ
、
秋
好
中
宮
に
好
み
の
季
節

を
聞
く
に
際
し
て
、
源
氏
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
四
つ
の
季
節
の
う
ち
ど
の
季
節
に

心

を
寄
せ
る
か
と
尋
ね
ず
、
春
と
秋
の
ど
ち
ら
の
季
節
に
心
を
寄
せ
る
か
と
尋
ね
た

の

で
あ
ろ
う
か
。

　
古
来
我
が
国
に
お
い
て
は
春
と
秋
の
優
劣
を
問
う
試
み
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ

て

な
さ
れ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
も
数
多
く
の
春
秋
優
劣
論
が
闘
わ
さ
れ

て
来
た
の
に
対
し
、
夏
と
冬
の
優
劣
を
論
ず
る
試
み
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
我
が
国
に
お
い
て
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
四
つ
の
季
節
の
う
ち
、
春
と
秋
が

夏
と
冬
に
比
べ
て
よ
り
賞
翫
す
べ
き
季
節
で
あ
り
、
春
と
秋
が
夏
と
冬
に
比
べ
て
よ

り
魅
力
的
で
優
位
な
季
節
と
い
う
地
位
を
保
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
源

氏
が
秋
好
中
宮
に
好
み
の
季
節
を
尋
ね
る
に
際
し
て
、
春
と
秋
の
い
ず
れ
を
好
む
か

と
問
い
か
け
た
の
は
、
春
と
秋
が
夏
や
冬
よ
り
優
れ
た
季
節
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
、
冷
泉
帝
の
後
宮
に
お
い
て
中
宮
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
秋
好
中
宮
に
、

そ
の
優
れ
た
二
つ
の
季
節
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
以
外
に
選
択
の
余
地
が
な
い
こ
と
を

示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
秋
好
中
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
を
割
り
当
て
る
と
い
う
重

要
な
場
面
に
お
い
て
、
彼
女
に
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
ど
の
季
節
を
好
む
か
で
は
な
く
、

春
と
秋
の
ど
ち
ら
を
好
む
か
と
尋
ね
る
こ
と
は
、
右
に
示
し
た
春
と
秋
の
夏
と
冬
に

対
す
る
優
位
性
を
前
提
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
の
形
で
尋
ね
て
も
、
源
氏
の

問
い
に
対
し
て
秋
好
中
宮
は
秋
に
心
を
寄
せ
る
と
答
え
、
秋
を
表
象
す
る
女
性
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
源
氏
の
秋
好
中
宮
に
対
す
る
「
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
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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
つ

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
」
と
い
う
問
い
か
け
と
、
紫
の
上
に
対
す
る
「
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
」
と
い
う
発
言
は
、
秋
好
中
宮
の
秋
と
紫
の
上
の
春
が
夏
や
冬
と
い
っ
た
季

節
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い

る
。　

こ
う
し
て
、
六
条
院
に
お
い
て
四
季
を
表
象
す
る
女
性
は
、
春
は
紫
の
上
、
夏
は

花
散
里
、
秋
は
秋
好
中
宮
、
冬
は
明
石
の
君
と
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
最
も
留

意

す
べ
き
は
明
石
の
君
が
四
人
の
女
性
の
中
で
最
も
身
分
が
劣
っ
た
女
性
で
あ
る
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
物
語
執
筆
当
初
に
構
想
さ
れ
た
二
条
東
院
構
想
に
お
い

て
は

西
、
秋
を
表
象
す
る
女
性
で
あ
っ
た
が
、
物
語
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
出
自
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

卑
し
さ
故
に
北
、
冬
を
表
象
す
る
女
性
へ
と
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

二
条
院
の
東
に
二
条
東
院
を
造
営
し
、
二
条
東
院
の
東
の
対
に
明
石
の
君
を
迎
え
入

れ
て

四
方
四
季
の
邸
を
構
築
す
る
と
い
う
構
想
は
放
棄
さ
れ
、
新
た
な
四
方
四
季
の

邸
と
し
て
六
条
院
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
物
語
作
者
が
二
条
東

院
構
想
を
放
棄
し
て
六
条
院
造
営
を
決
意
し
た
の
は
、
明
石
の
君
を
北
、
冬
を
表
象

す
る
女
性
と
位
置
づ
け
る
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
に
起
因
し
て
い
た
。
故
に
、

六
条
院
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
明
石
の
君
を
六
条
院
の
北
、
冬
を
表
象
す
る

女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
配
置
す
る
こ
と
が
最
も
優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題

と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
石
の
君
を
六
条
院
の
北
側
に
位
置
す
る
町
、
す
な
わ
ち

丑
寅
の
町
、
あ
る
い
は
戌
亥
の
町
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
が
ま
ず
決
定
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
内
裏
や
有
力
貴
族
の
邸
宅
に
お
い
て
は
、
重
要
な
殿
舎
は
邸
宅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

南
に
建
て
ら
れ
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
春
を
表
象
す
る
紫

の

上

と
秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
の
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
、
冬
を
表
象
す
る
明
石

の

君
に
対
す
る
優
位
性
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
先
に
想
定
し
た
東
西
二
町
、
南
北

二
町
の
六
条
院
の
中
に
存
す
る
四
つ
の
町
の
う
ち
南
側
二
町
は
春
と
秋
の
町
と
な
り
、

北
側
二
町
は
夏
と
冬
の
町
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
紫
の
上
と
明
石
の
君
、
秋
好
中
宮
と
花
散
里
の
対
偶
性
と

対
極
性
も
考
慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
六
条
院
に
入
居
し
た
四
人
の
女
性
の
う
ち
、
六

条
院
完
成
の
時
点
で
源
氏
と
男
女
の
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
の
は
、
紫
の
上
と
明
石

の

君
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
紫
の
上
と
明
石
の
君
は
源
氏
か
ら
同

等
の
愛
情
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
石
の
君
が
明
石
の
姫
君
の
実
の

親
で
あ
る
の
に
対
し
、
紫
の
上
は
育
て
の
親
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
紫
の
上

と
明
石
の
君
は
対
偶
性
を
持
つ
。
た
だ
し
、
紫
の
上
が
側
室
腹
で
あ
る
に
し
て
も
式

部
卿
の
宮
の
娘
、
つ
ま
り
皇
族
で
あ
る
の
に
対
し
、
明
石
の
君
は
祖
父
が
大
臣
で
は

あ
る
が
、
父
は
播
磨
の
守
と
な
り
そ
の
ま
ま
播
磨
の
地
に
土
着
し
た
一
豪
族
明
石
の

入
道
の
娘
に
す
ぎ
な
い
。
紫
の
上
と
明
石
の
君
は
、
身
分
と
い
う
面
に
お
い
て
対
極

の

位
置
に

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
身
分
の
相
違
が
六
条
院
に
お
け
る
紫
の
上
の
源
氏

の

正
妻
格
と
し
て
の
地
位
を
保
証
す
る
と
と
も
に
、
明
石
の
君
が
六
条
院
の
四
つ
の

町
に
入
っ
た
女
性
の
中
で
最
も
格
の
低
い
地
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
根
拠
と

な
る
。

　
六
条
院
に
入
っ
た
他
の
二
人
の
女
性
、
秋
好
中
宮
と
花
散
里
に
つ
い
て
い
え
ば
、

秋
好
中
宮
は
冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
り
、
源
氏
と
男
女
の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。

花
散
里
も
桐
壼
帝
の
御
代
に
姉
の
麗
景
殿
の
女
御
と
と
も
に
内
裏
で
過
ご
し
て
い
た

時
に
源
氏
と
関
係
を
持
っ
た
が
、
六
条
院
に
入
っ
た
今
で
は
、

　
　
　
今
は
た
だ
お
ほ
か
た
の
御
睦
び
に
て
、
御
座
な
ど
も
別
々
に
て
大
殿
籠
る
。

　
　

な
ど
て
か
く
離
れ
そ
め
し
そ
と
殿
は
苦
し
が
り
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
、
何
や
か

　
　

や
と
側
み
き
こ
え
た
ま
は
で
、
年
ご
ろ
か
く
を
り
ふ
し
に
つ
け
た
る
御
遊
び
ど

3



　
　
も
を
、
人
づ
て
に
見
聞
き
た
ま
ひ
け
る
に
、
今
日
め
づ
ら
し
か
り
つ
る
こ
と
ば

　
　
か

り
を
ぞ
、
こ
の
町
の
お
ぼ
え
き
ら
き
ら
し
と
思
し
た
る
。

　
　

そ
の
駒
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
た
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や
ひ
き
つ
る

　
　

と
お
ほ
ど
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
何
ば
か
り
の
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
、
あ
は
れ

　
　
と
思
し
た
り
。

　
　
　
　
に

ほ
ど
り
に
影
を
な
ら
ぶ
る
若
駒
は
い
つ
か
あ
や
め
に
ひ
き
わ
か
る
べ
き

　
　

あ
い
だ
ち
な
き
御
言
ど
も
な
り
や
。
「
朝
夕
の
隔
て
あ
る
や
う
な
れ
ど
、
か
く

　
　
て
見
た

て

ま
つ
る
は
こ
こ
ろ
や
す
く
こ
そ
あ
れ
」
と
戯
れ
言
な
れ
ど
、
の
ど
や

　
　
か
に

お
は

す

る
人
ざ
ま
な
れ
ば
、
静
ま
り
て
聞
こ
え
な
し
た
ま
ふ
。
床
を
ば
譲

　
　
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
御
几
帳
ひ
き
隔
て
て
大
殿
籠
る
。
け
近
く
な
ど
あ
ら
む

　
　
筋
を

ば
、
い
と
似
げ
な
か
る
べ
き
筋
に
思
ひ
離
れ
て
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
あ

　
　
な

が
ち
に
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（
蛍
③
二
〇
八
－
二
〇
九
）

と
あ
る
よ
う
に
、
二
人
の
関
係
は
既
に
途
絶
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
秋
好
中
宮
の
母
で
あ
る
六
条
御
息
所
と
花
散
里
の
町
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る

玉
婁
の
母
夕
顔
は
、
か
つ
て
源
氏
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
今
は
関
係
を
有
し
て
い

な
い
と
い
う
点
で
共
通
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
夕
顔
巻
で
登
場
し
、
源
氏
の
愛
情
を

受

け
な
が
ら
、
一
方
は
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
、
一
方
は
物
の
怪
と
な
っ
て
人
を
取

り
殺
す
こ
と
で
源
氏
と
の
恋
愛
関
係
を
絶
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
女
性
で
あ
る
と

い

う
点
で
対
照
的
に
描
か
れ
る
。
夕
顔
の
娘
で
あ
る
玉
婁
が
花
散
里
の
も
と
に
引
き

取
ら
れ
る
こ
と
で
、
六
条
御
息
所
の
娘
で
あ
る
秋
好
中
宮
と
夕
顔
の
娘
の
玉
婁
は
、

と
も
に
実
の
父
親
で
は
な
い
源
氏
の
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共

通
性
を
持
つ
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
、
六
条
御
息
所
と
花
散
里
を
比
較
し
た
場
合
、
六
条
御
息
所
が

先
の
東
宮
の
正
妻
で
娘
を
儲
け
た
の
に
対
し
、
花
散
里
は
桐
壼
帝
の
女
御
の
中
で
も

そ
れ
ほ
ど
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
麗
景
殿
の
女
御
の
妹
で
あ
り
、
身
分
的

に

は

六
条
御
息
所
の
方
が
花
散
里
よ
り
か
な
り
格
が
高
い
女
性
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ま
た
、
六
条
御
息
所
の
娘
の
秋
好
中
宮
と
花
散
里
に
引
き
取
ら
れ
た
玉
覧
を

比
較

し
た
場
合
も
、
前
東
宮
と
そ
の
正
妻
六
条
御
息
所
の
間
に
生
ま
れ
た
秋
好
中
宮

と
、
も
と
は
高
貴
な
身
分
で
あ
り
な
が
ら
父
親
を
失
い
卑
し
い
身
の
上
と
な
り
、
内

大
臣
（
か
つ
て
の
頭
の
中
将
）
と
か
り
そ
め
の
関
係
を
結
ん
だ
夕
顔
の
間
に
生
ま
れ

た
玉
璽
と
で
は
、
身
分
の
高
さ
と
い
う
点
で
明
ら
か
に
秋
好
中
宮
の
方
が
勝
っ
て
い

る
。
と
す
る
と
、
か
つ
て
六
条
御
息
所
が
住
み
、
今
は
そ
の
娘
秋
好
中
宮
の
住
ま
う

町

と
花
散
里
と
玉
覧
が
住
ま
う
町
と
は
対
偶
性
を
有
し
つ
つ
も
、
秋
好
中
宮
が
住
ま

う
町
が
花
散
里
と
玉
蔓
の
住
ま
う
町
よ
り
優
位
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
東
西
二
町
、
南
北
二
町
の
敷
地
に
東
西
一
町
、
南
北
一
町
の
邸
を
、

丑
寅
の
町
、
辰
巳
の
町
、
未
申
の
町
、
戌
亥
の
町
と
い
う
四
つ
の
町
を
配
置
す
る
六

条
院
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
が
四
方
と
四
季
を
表
象
す
る
町
と
な
る
た
め
に
は
、

南
北
の
方
位
を
表
す
軸
は
六
条
院
の
戌
亥
か
ら
辰
巳
に
向
け
た
形
で
設
定
す
る
か
、

丑
寅
か
ら
未
申
に
向
か
っ
て
設
定
す
る
し
か
な
い
。
前
者
の
場
合
、
戌
亥
の
町
が
北

の

町
、
辰
巳
の
町
が
南
の
町
と
な
り
、
南
北
の
軸
の
右
側
に
位
置
す
る
丑
寅
の
町
が

東
の
町
、
左
側
に
位
置
す
る
未
申
の
町
が
西
の
町
と
な
る
。
後
者
の
場
合
、
南
北
の

軸
は
丑
寅
の
町
か
ら
未
申
の
町
に
向
か
っ
て
引
か
れ
、
丑
寅
の
町
が
北
の
町
、
未
申

の

町
が
南
の
町
と
な
り
、
南
北
の
軸
の
右
側
に
位
置
す
る
辰
巳
の
町
が
東
の
町
、
左

に
位
置
す
る
戌
亥
の
町
が
西
の
町
と
な
る
。

　
ま
た
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
当
時
の
貴
族
の
邸
宅
は
南
が
北
に
対
し
て
優
位
性
を

持
つ
。
と
す
る
と
、
六
条
院
の
よ
う
に
丑
寅
の
町
、
辰
巳
の
町
、
未
申
の
町
、
戌
亥

の

町
と
い
う
四
つ
の
町
で
構
成
さ
れ
た
邸
宅
で
は
、
辰
巳
の
町
や
未
申
の
町
は
、
丑

寅
の
町
や
戌
亥
の
町
に
対
し
て
優
位
性
を
持
つ
。

　
紫
の
上
と
明
石
の
君
は
対
偶
性
を
有
し
つ
つ
紫
の
上
が
明
石
の
君
に
優
位
性
を
示

す

と
い
う
関
係
を
持
ち
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
親
子
と
花
散
里
と
玉
蔓
の
ぺ
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六条院の成立（下）

ア

も
対
偶
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
親
子
が
花
散
里
と
玉

塁
の
ペ
ア
に
対
し
て
優
位
性
を
示
す
と
い
う
関
係
を
持
つ
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
紫

の

上
と
明
石
の
君
の
組
み
合
わ
せ
と
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
と
花
散
里
と

玉
婁
の
ペ
ア
の
組
み
合
わ
せ
は
、
い
ず
れ
か
の
組
み
合
わ
せ
を
南
北
の
軸
と
し
、
そ

れ

以
外
の
組
み
合
わ
せ
を
東
西
の
軸
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
で
優
位
性

を
有
し
て
い
る
紫
の
上
と
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
を
六
条
院
の
南
側
、
す

な
わ
ち
辰
巳
の
町
な
い
し
未
申
の
町
に
配
置
す
る
の
が
最
も
自
然
な
形
と
な
る
。
で

は
、
六
条
院
の
辰
巳
の
町
と
未
申
の
町
の
ど
ち
ら
に
、
紫
の
上
を
入
れ
、
六
条
御
息

所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
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
変
更
さ
れ
た
の

は
、
彼
女
が
明
石
か
ら
上
京
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
二
条

東
院
の
東
の
対
に
入
居
せ
ず
、
大
堰
の
山
荘
へ
移
住
し
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
も

の

で

あ
っ
た
。
大
堰
の
山
荘
は
兼
明
親
王
の
山
荘
が
準
拠
と
さ
れ
る
が
、
明
石
の
君

が
冬

と
い
う
季
節
を
表
象
す
る
女
性
と
さ
れ
た
の
は
、
兼
明
親
王
が
大
堰
の
山
荘
の

裏
に
あ
る
亀
山
か
ら
水
の
湧
き
出
る
こ
と
を
願
っ
た
祭
文
で
、
大
堰
の
地
が
水
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

で

あ
り
、
方
位
で
は
北
、
季
節
で
は
冬
を
表
象
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
　
伏
見
此
山
之
形
、
以
亀
為
体
。
夫
亀
者
玄
武
之
霊
、
司
水
之
神
也
。
甲
虫
三
百

　
　
六
十
之
属
、
在
於
北
方
、
霊
亀
為
之
長
。
或
背
負
蓬
宮
、
不
知
幾
千
里
、
或
身

　
　
遊
蓮
葉
、
不
知
幾
万
年
。
神
霊
之
至
誠
無
量
者
也
。
他
山
莫
不
有
水
、
此
山
豊

　
　
可
乏
水
乎
。
夫
水
者
稟
秋
気
於
庚
之
金
、
盛
正
位
於
北
方
、
養
春
味
於
震
之
木
、

　
　
帰
末
流
於
東
南
。
群
品
為
之
亭
毒
、
万
物
為
之
生
育

　
　
（
伏
し
て
此
の
山
の
形
を
見
れ
ば
、
亀
を
以
て
体
と
為
せ
り
。
夫
れ
亀
は
玄
武

　
　
の
霊
、
司
水
の
神
な
り
。
甲
虫
三
百
六
十
の
属
、
北
方
に
在
り
て
、
霊
亀
之
が

　
　
長
為
り
。
或
い
は
背
に
蓬
宮
を
負
ひ
て
、
幾
千
里
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
、
或

　
　
い

は
身
蓮
葉
に
遊
び
て
、
幾
万
年
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
神
霊
の
至
誠
無
量

　
　
な
る
者
な
り
。
他
の
山
水
有
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
、
此
の
山
豊
に
水
に
乏
か

　
　
る
べ
け
ん
や
。
夫
れ
水
は
秋
の
気
を
庚
の
金
に
稟
け
て
、
正
位
を
北
方
に
盛
ん

　
　
に
し
、
春
の
味
を
震
の
木
に
養
ひ
て
、
末
流
を
東
南
に
帰
す
。
群
品
之
が
為
に

　
　
亭
毒
し
、
万
物
之
が
為
に
生
育
す
。
）

引
用
し
た
祭
文
の
一
節
の
最
後
の
部
分
、
「
夫
れ
水
は
秋
の
気
を
庚
の
金
に
稟
け
て
、

正
位
を
北
方
に
盛
ん
に
し
、
春
の
味
を
震
の
木
に
養
ひ
て
、
末
流
を
東
南
に
帰
す
」

と
い
う
表
現
は
、
明
石
の
君
の
住
む
大
堰
が
水
の
地
で
あ
り
、
東
南
の
金
の
気
を
稟

け
て
、
西
南
の
木
の
地
に
春
の
気
を
流
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
万
物
を
生
育
さ
せ
る
と

す
る
。
こ
れ
は
、
水
の
地
に
住
む
明
石
の
君
が
、
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
の
も
と
に

我
が
子
明
石
の
姫
君
を
養
女
と
し
て
差
し
出
し
、
そ
の
結
果
明
石
の
姫
君
は
、
帝
の

后

と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
、
お
よ
び
明
石
の
君
の
財
力
が
源
氏
の
栄
華

の
経
済
的
な
基
盤
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
、
明
石
の
君
と
紫
の
上
の
位
置
関
係
は
、
明
石
の

君
の
東
南
の
方
向
に
紫
の
上
が
位
置
す
る
と
い
う
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
六
条
院
に
お
い
て
戌
亥
の
町
は
明
石
の
君
の
住
ま
い
と
な
り
、
辰
巳
の
町
は
紫
の

上
の
住
ま
い
と
な
る
。
ま
た
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
と
花
散
里
と
玉
髭

の

ペ
ア

は
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
が
優
位
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
丑
寅

の

町
に

花
散
里
と
玉
蔓
の
ペ
ア
が
住
み
、
未
申
の
町
に
は
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮

の

ペ

ア
の
住
ま
う
こ
と
に
な
る
。
五
行
思
想
で
は
、
東
は
春
、
西
は
秋
と
さ
れ
る
が
、

六
条
院
の
南
側
の
人
物
の
配
置
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
南
側
の
東
に
春
の
町
、
西
に
秋

の

町

と
い
う
配
置
は
、
五
行
思
想
に
則
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
少
女
巻
で
夕
霧
の
目
を
通
し
て
語
ら

れ

る
花
散
里
の
容
貌
で
あ
る
。

　
　
　
ほ
の
か
に
な
ど
見
た
て
ま
つ
る
に
も
、
容
貌
の
ま
ほ
な
ら
ず
も
お
は
し
け
る
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か

な
、
か
か
る
人
を
も
人
は
思
ひ
棄
て
た
ま
は
ざ
り
け
り
な
ど
、
わ
が
あ
な
が

　
　
ち
に
つ
ら
き
人
の
御
容
貌
を
心
に
か
け
て
恋
し
と
思
ふ
も
あ
ぢ
き
な
し
や
、
心

　
　
ば
へ
の
か
や
う
に
や
は
ら
か
な
ら
む
人
を
こ
そ
あ
ひ
思
は
め
と
思
ふ
。
ま
た
、

　
　
向
か
い
て
見
る
か
ひ
な
か
ら
ん
も
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
か
く
て
年
経
た
ま
ひ
に

　
　
け
れ
ど
、
殿
の
、
さ
や
う
な
る
御
容
貌
、
御
心
と
見
た
ま
う
て
、
浜
木
綿
ば
か

　
　
り
の
隔
て
さ
し
隠
し
つ
つ
、
何
く
れ
と
も
て
な
し
紛
ら
わ
し
た
ま
ふ
め
る
も
む

　
　
べ
な
り
け
り
、
と
思
ふ
心
の
中
ぞ
恥
つ
か
し
か
り
け
る
。
大
宮
の
容
貌
こ
と
に

　
　
お
は
し
ま
せ
ど
、
ま
だ
い
と
き
よ
ら
に
お
は
し
、
こ
こ
に
も
か
し
こ
に
も
、
人

　
　
は
容
貌
よ
き
も
の
と
の
み
目
馴
れ
た
ま
へ
る
を
、
も
と
よ
り
す
ぐ
れ
ざ
り
け
る

　
　
御
容
貌
の
、
や
や
さ
だ
過
ぎ
た
る
心
地
し
て
、
痩
せ
痩
せ
に
御
髪
少
な
な
る
が
、

　
　
か

く
そ
し
ら
は
し
き
な
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
③
六
七
－
⊥
ハ
八
）

花
散
里
の
容
貌
を
初
め
て
見
た
夕
霧
は
、
花
散
里
の
気
立
て
の
良
さ
を
認
め
つ
つ
も
、

そ

の

器
量
の

悪

さ
へ
の
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
花
散
里
は
花
散
里
巻
以
降
こ
の
場
面

に

至

る
ま
で
物
語
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
そ
の
気
立
て
の
良
さ
や
裁
縫
や
染
色
の
才

能
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
容
姿
に
つ
い
て
特
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
源
氏
と
花
散
里
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
花
散
里
が
格
段
に
優
れ

た
容
貌
の
持
ち
主
で
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
が
、
か
と
い
っ
て
夕
霧
が
見

た
よ
う
な
醜
い
容
貌
の
持
ち
主
と
の
印
象
も
そ
れ
以
前
の
叙
述
か
ら
は
想
像
で
き
な

い
。
む
し
ろ
、
花
散
里
の
優
れ
た
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
人
並
み
の
器
量
と
考
え

る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
少
女
巻
の
夕
霧
の
垣
間
見
の
場
面
に
至
っ

て
初
め
て
彼
女
の
醜
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
こ
の
突
然
の
変
貌
は
、
彼
女
が
六
条
院
の
丑
寅
の
町
に
入
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時

点
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
六
条
院
で
は
戌

亥
の
町
に
明
石
の
君
、
辰
巳
の
町
に
紫
の
上
、
未
申
の
町
に
秋
好
中
宮
、
丑
寅
の
町

に

花
散
里
が
入

る
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
。
も
し
、
二
条
東
院
構
想
が
放
棄
さ
れ
る
こ

と
な
く
明
石
の
君
が
二
条
東
院
の
東
の
対
に
入
り
、
二
条
東
院
構
想
が
完
成
し
て
い

た
な
ら
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
の
鬼
門
に
あ
た
る
丑
寅
の
方
位
に
は
醜
い
末
摘

花
が
住
ま
い
、
二
条
院
・
二
条
東
院
空
間
を
守
護
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と

想
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
花
散
里
に
は
こ
の
よ
う
な
醜
い
容
貌
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

は

な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
条
東
院
構
想
が
破
綻
し
、
六
条
院
の
造
営
が

構
想
さ
れ
、
花
散
里
が
六
条
院
の
丑
寅
の
町
に
入
居
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
時
点
で
、

彼
女
に
醜
い
容
貌
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
邸
の
東
北
は

鬼
門
に
当
た
る
。
二
条
東
院
構
想
で
は
、
二
条
東
院
の
北
の
対
、
二
条
院
・
二
条
東

院
空
間
の
東
北
に
あ
た
る
殿
舎
に
醜
い
末
摘
花
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
そ
の

醜

さ
故
に
悪
霊
た
ち
の
襲
来
を
防
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
条
東
院
構

想
か

ら
六
条
院
の
造
営
へ
と
構
想
の
変
更
が
な
さ
れ
た
時
、
北
、
冬
を
表
象
し
て
い

た
末
摘
花
は
、
そ
の
北
、
冬
と
い
う
表
象
を
明
石
の
君
に
奪
わ
れ
、
六
条
院
に
入
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
、
六
条
院
の
南
の
二
町
は
、
紫
の
上
、
秋
好

中
宮
と
い
う
最
上
級
の
女
性
が
入
居
し
、
北
側
に
入
る
の
は
明
石
の
君
と
花
散
里
の

二
人

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
石
の
君
を
鬼
門
の
丑
寅
の
町

に
入
れ
、
醜
い
容
貌
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
に
検
討
し
た
よ

う
に
、
明
石
の
君
が
住
ま
う
町
は
六
条
院
の
戌
亥
の
町
以
外
に
は
考
え
が
た
い
。
と

す
れ

ば
、
六
条
院
の
鬼
門
に
あ
た
る
丑
寅
の
町
に
住
む
の
は
花
散
里
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
彼
女
は
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
醜
い
容
貌
を
持
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
花
散
里
に
醜
い
容
貌
を
与
え
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ

を
す
ぐ
に
実
行
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
六
条
院

に

四
人
の
女
性
た
ち
が
入
居
す
る
以
前
の
方
が
い
い
。
花
散
里
が
夕
霧
の
後
見
役
と

な
り
、
夕
霧
が
花
散
里
の
容
貌
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

六
条
院
が
完
成
す
る
年
の
前
年
で
あ
る
。
物
語
作
者
は
既
に
こ
の
時
点
で
、
花
散
里

を
六
条
院
の
丑
寅
の
町
に
入
居
さ
せ
る
と
同
時
に
、
彼
女
に
醜
い
容
貌
を
与
え
る
こ
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六条院の成立（下）

と
を
決
定
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
ど
の
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
か
と

い

う
問
題
は
、
明
石
の
君
が
北
、
冬
を
表
象
す
る
女
性
と
す
る
こ
と
を
最
優
先
と
し
、

春

と
秋
の
夏
と
冬
に
対
す
る
優
位
性
、
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
対
偶
性
と
紫
の
上
の

優
位
性
、
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
と
花
散
里
と
玉
賢
の
ペ
ア
の
対
偶
性
と

六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
の
ペ
ア
の
優
位
性
、
兼
明
親
王
の
祭
文
か
ら
導
か
れ
た
紫

の

上
の

居
所
が
明
石
の
君
の
居
所
の
東
南
に
位
置
さ
せ
る
べ
き
と
の
制
約
、
さ
ら
に

六
条
院
の
鬼
門
に
当
た
る
丑
寅
の
町
に
住
む
女
性
に
は
醜
貌
を
与
え
得
る
女
性
を
置

く
必
要
が
あ
る
と
い
っ
た
条
件
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ

れ

る
。
そ
の
結
果
、
物
語
に
実
現
さ
れ
た
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
入
る
女
性
と

そ

の

女
性
が
表
象
す
る
季
節
、
方
位
は
、
五
行
思
想
の
方
位
と
季
節
の
対
応
関
係
に

則
っ
た
図
1
、
図
2
の
よ
う
な
対
応
関
係
と
異
な
っ
た
図
4
の
よ
う
な
対
応
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

示
す
こ
と
に
な
る
。

図
1

図
2

図
4

六
　
六
条
院
の
殿
舎
と
庭
園

　
六
条
院
の
女
性
た
ち
の
住
ま
い
は
い
ず
れ
も
一
町
の
広
さ
を
持
つ
が
、
そ
こ
に
構

え

ら
れ
た
殿
舎
は
全
く
同
じ
造
り
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
紫
の
上
、
秋
好
中
宮
、
花

散
里
の

住
む
辰
巳
の
町
、
未
申
の
町
、
丑
寅
の
町
は
、
い
ず
れ
も
南
に
池
を
造
り
、

寝
殿
と
そ
の
東
西
に
対
屋
を
持
つ
典
型
的
な
寝
殿
造
り
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
が
、

明
石
の
君
の
住
む
戌
亥
の
町
は

　
　
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
離
、
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
⑧
七
八
ー
八
〇
）

と
い
う
よ
う
に
、
町
の
北
側
は
御
倉
町
と
な
っ
て
お
り
、
池
の
有
無
は
は
っ
き
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

な
い
が
、
池
が
な
い
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
多
い
。
ま
た
、
明
石
の
君
の
住
む
殿
舎

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜

　
　
か
の

明
石
の
御
町
の
中
の
対
に
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
こ
な
た
は
た
だ
大

　
　
き
な
る
対
二
つ
、
廊
ど
も
な
む
廻
り
て
あ
り
け
る
に
、
　
（
若
菜
上
ω
一
〇
三
）

と
あ
り
、
対
屋
を
二
つ
連
ね
た
ば
か
り
の
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
北
側
に
あ
る
御
倉

町
は
明
石
の
君
の
財
力
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
源
氏
の
栄
華
の
経
済
的
な
基
盤
を
支

え

る
明
石
の
君
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
他
の
町
の
よ
う
に

寝
殿
造
り
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
対
屋
二
棟
の
み
の
極
め
て
簡
素
な
造
り
は
、
彼
女
の

身
分
が
他
の
三
人
の
女
性
に
比
べ
著
し
く
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
ま
た
、
辰
巳
の
町
、
未
申
の
町
、
丑
寅
の
町
も
子
細
に
見
れ
ば
、
紫
の
上
の
住
む

辰
巳
の

町
だ

け
が
西
の
対
屋
を
二
つ
持
っ
て
お
り
、
未
申
の
町
、
丑
寅
の
町
に
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ザ

て
対
屋

が
一
つ
多
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
六
条
院
の
四
つ
の
町
の
造
り
を
比
較
し
た
場
合
、
辰
巳
の
町
が
一
番

豪
華
な
造
り
と
な
り
、
未
申
の
町
、
丑
寅
の
町
は
そ
れ
よ
り
や
や
劣
っ
た
造
り
、
戌

亥
の
町
の
み
が
他
の
町
と
著
し
く
劣
っ
た
造
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

こ
う
し
た
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
造
り
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
住
む
女

君
の
格
の
高
さ
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
が
最
も
高
く
、

そ
れ
に
や
や
劣
る
形
で
秋
好
中
宮
、
花
散
里
と
玉
賢
が
位
置
し
、
そ
れ
ら
三
人
と
は

か

な
り
劣
っ
た
存
在
と
し
て
明
石
の
君
が
定
位
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
述
べ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
明
石
の
君
の
出
自
の

低

さ
は
、
こ
の
戌
亥
の
町
の
造
り
の
簡
素
さ
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
住
む
女
性
た
ち
の
庭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
住
む
女
君

が

表
象
す
る
季
節
の
植
物
が
数
多
く
植
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
各
町
に
住

む

女
性
た
ち
を
表
象
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
植
物
を
見
て
み
る
と
、
紫
の
上
は
桜
、

秋
好
中
宮
は
紅
葉
、
花
散
里
は
橘
、
明
石
の
君
は
松
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
紫
の
上
を
表
象
す
る
植
物
が
桜
で
あ
る
こ
と
は
、
源
氏
と
紫
の
上
が
初
め
て
出
逢

う
北
山
で
桜
の
花
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
以
降
の
物
語
で
彼

女
が

桜
の
花
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
花
と
い
え
ば
桜
と

さ
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
、
六
条
院
に
住
ま
う
女
君
の
最
高
位
を
占
め
、
春
と
い

う
季
節
を
表
象
す
る
紫
の
上
に
と
っ
て
、
桜
の
花
は
彼
女
を
表
象
す
る
に
最
も
ふ
さ

わ
し
い
花
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少
女
巻
の
六
条
院
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
庭
の
様

を
記
し
た
描
写
で
は
、
春
の
町
で
あ
る
辰
巳
の
町
の
庭
は

　
　
　
南
の
東
は
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
、
池
の
さ
ま
お
も

　
　
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
、
御
前
近
き
前
栽
、
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、
藤
、
山
吹
、
岩
脚

　
　
燭

な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
で
、
秋
の
前
栽
を
ば
む
ら

　
　
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
③
七
八
ー
七
九
）

と
表
現
さ
れ
、
桜
は
特
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
物
語
全

体
に
わ
た
っ
て
の
記
述
か
ら
紫
の
上
が
桜
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
、
彼
女
の
住
む
春
の
町
の
北
に
位
置
す
る
夏
の
町
、
す
な
わ
ち
丑
寅

の
町
の
庭
の
様
子
は
、

　
　
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
、
埼
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
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
㈲
七
九
）

と
、
夏
の
草
花
を
中
心
に
様
々
な
植
物
が
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
彼
女
を

表
象
す
る
植
物
と
い
え
ば
橘
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
花
散
里
は
、
桐
壼
帝
の
死
後
、
政

治
的
に
次
第
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
源
氏
が
須
磨
に
退
去
す
る
直
前
、
桐
壼
帝
の
女
御

で

あ
っ
た
麗
景
殿
の
女
御
の
邸
に
赴
く
夏
の
あ
る
一
日
の
様
を
描
い
た
花
散
巻
で
、

麗
景
殿
の
女
御
の
妹
で
、
桐
壼
帝
在
世
中
に
源
氏
と
宮
中
で
か
り
そ
め
の
関
係
を
持

ち
、
桐
壼
帝
崩
御
の
後
は
麗
景
殿
の
女
御
と
と
も
に
、
源
氏
の
庇
護
の
も
と
つ
つ
ま

し
く
暮
ら
し
て
い
る
女
性
と
し
て
登
場
す
る
。
源
氏
が
麗
景
殿
の
女
御
の
邸
を
訪
れ

る
と
、
邸
に
は
橘
の
花
が
懐
か
し
い
香
り
を
放
ち
な
が
ら
咲
い
て
い
る
。
彼
女
が
物

語
で

花
散
里
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
時
の
邸
の
様
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
花
散
里
と
い
う
呼
称
に
お
け
る
花
は
橘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
六
条

院
の
夏
の
町
に
住
み
、
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
を
表
象
す
る
花
と
い
え
ば
橘
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
秋
の
町
の
秋
好
中
宮
を
表
象
す
る
植
物
は
紅
葉
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
に
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六条院の成立（下）

も
引
用
し
た
よ
う
に
六
条
院
の
秋
の
町
の
庭
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　
中
宮
の
御
町
を
ば
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
の
色
濃
か
る
べ
き
植
木
ど
も
植
ゑ
、

　
　
泉
の
水
遠
く
す
ま
し
、
遣
水
の
音
ま
さ
る
べ
き
巌
た
て
加
へ
、
滝
落
と
し
て
、

　
　
秋
の
野
を
遙
か
に
作
り
た
る
、
そ
の
こ
ろ
に
あ
ひ
て
、
盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
。

　
　
嵯
峨
の
大
堰
の
わ
た
り
の
野
山
む
と
く
け
お
さ
れ
た
る
秋
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（少
女
③
七
九
）

秋
好
中
宮
の
住
ま
う
未
申
の
町
の
庭
で
は
、
ま
ず
色
濃
く
紅
葉
す
る
木
々
が
語
ら
れ

る
。
ま
た
、
六
条
院
が
完
成
す
る
と
、
八
月
に
紫
の
上
、
花
散
里
が
六
条
院
に
移
り

住

み
、
五
、
六
日
置
い
て
秋
好
中
宮
が
宮
中
よ
り
退
出
す
る
。
九
月
に
中
宮
か
ら
紫

の

上
に

箱
の
蓋
に
花
や
紅
葉
を
混
ぜ
た
贈
り
物
が
届
け
ら
れ
る
。
そ
の
消
息
に
は

　
　
心
か

ら
春
ま
つ
苑
は
わ
が
や
ど
の
紅
葉
を
風
の
つ
て
に
だ
に
見
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（少
女
③
八
二
）

と
あ
る
。
こ
の
六
条
院
入
居
後
の
秋
好
中
宮
の
紫
の
上
へ
の
贈
歌
か
ら
も
、
秋
好
中

宮
を
表
象
す
る
植
物
が
紅
葉
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
秋
好
中
宮
の
住
む
未
申
の
町
の
北
側
の
町
に
住
ま
う
明
石
の
君
を
表
象
す
る
植
物

は
松
で
あ
る
。

　
　
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
離
、
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
③
七
九
－
八
〇
）

未
申
の
町
に
は
松
が
数
多
く
植
え
ら
れ
て
い
る
。
明
石
の
君
の
冬
と
い
う
属
性
を
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

徴
す

る
植
物
と
し
て
松
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
六
条

院
の
未
申
の
町
に
も
松
が
多
く
植
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
松
が
北
、
冬
を

表
象
す
る
明
石
の
君
に
ふ
さ
わ
し
い
植
物
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
さ
せ
る
。

　
な
お
、
橘
は
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
多
遅
摩
毛

理

（
田
道
間
守
）
が
常
世
の
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
る
「
時
じ
く
の
か
く
の
木

の
実
（
時
じ
く
の
か
く
の
み
）
」
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ま
た
『
万
葉
集
』
で
は
、

　
　
　
　
冬
十
一
月
に
、
左
大
弁
葛
城
等
、
姓
橘
氏
を
賜
り
し
時
の
御
制
作
歌
一
首

　
　
橘
は
実
さ
へ
は
な
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
置
け
ど
い
や
常
葉
の
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
一
〇
〇
九
）

と
詠
ま
れ
る
な
ど
、
そ
の
永
遠
性
が
賞
揚
さ
れ
る
。
内
裏
の
紫
震
殿
の
前
に
は
、
左

近
の
桜
と
と
も
に
右
近
の
橘
が
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
橘
の
永
遠
性
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
六
条
院
の
四
つ
の
町
に
住
み
四
季
を
表
象
す
る
四
人
の
女
君
を
表

象
す
る
植
物
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
六
条
院
の
南
側
に
住
み
春
を
表
象
す
る
紫
の

上

に
は
桜
、
秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
に
は
紅
葉
と
い
う
よ
う
に
華
や
か
で
は
あ
る

が
、
は
か
な
く
散
っ
て
い
く
植
物
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
側
に
住
み
夏

を
表
象
す
る
花
散
里
に
は
橘
、
冬
を
表
象
す
る
明
石
の
君
に
は
松
と
い
う
地
味
で
は

あ
る
が
常
緑
の
植
物
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
六
条
院
の
南
側
に
す
む

女
君

は
、
北
側
に
住
む
女
君
に
比
べ
て
格
の
高
い
女
君
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
女

君
を
表
象
す
る
桜
や
紅
葉
が
華
麗
で
は
あ
る
が
は
か
な
く
散
っ
て
し
ま
う
植
物
で
あ

る
の
に
対
し
、
北
側
の
女
君
を
表
象
す
る
橘
や
松
は
、
華
や
か
さ
に
は
乏
し
い
が
い

つ
ま
で
も
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
常
緑
の
樹
木
で
あ
る
。
六
条
院
の
南
側
の
華
や
か
な

植
物
は
六
条
院
の
栄
華
を
象
徴
し
、
北
側
の
常
緑
の
樹
木
は
六
条
院
の
永
遠
性
を
象

徴
す
る
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

七
　
東
、
山
、
仏
と
西
、
海
、
神

六
条
院
の
四
つ
の
町
は
、
辰
巳
の
町
は
南
の
町
と
呼
ば
れ
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
、
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、

未
申
の
町
は
西
の
町
と
さ
れ
秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
（
斎
宮
女
御
）
、
丑
寅
の
町

は
東
の
町
と
呼
ば
れ
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
、
戌
亥
の
町
は
北
の
町
と
さ
れ
冬
を
表

象
す
る
明
石
の
君
が
住
む
と
い
う
よ
う
に
、
南
に
春
、
西
に
秋
、
東
に
夏
、
北
に
冬

を

表
象
す

る
女
性
が
居
住
す
る
。
五
行
思
想
で
は
東
と
春
、
南
と
夏
、
西
と
秋
、
北

と
冬
が
対
応
す
る
が
、
六
条
院
に
お
い
て
は
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
が
南
の
町
に
住

み
、
夏
を
表
象
す
る
花
散
里
が
東
の
町
に
住
む
と
い
う
点
で
、
五
行
思
想
に
お
け
る

方
位
と
季
節
の
対
応
と
は
、
異
な
る
対
応
関
係
を
形
成
す
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
り
つ
つ
も
六
条
院
を
構
成
す
る
四
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
町
が
四

方
と
四
季
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
の
方
位
と
季
節
を
表
象
す
る
こ
と
で
、
六
条
院
は

四
方
四
季
の
邸
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
源
氏

は

明
石
の
君
か
ら
夜
光
る
玉
で
あ
る
明
石
の
姫
君
を
譲
り
受
け
る
こ
と
で
海
竜
王
と

な
っ
た
が
、
海
竜
王
の
邸
は
四
方
四
季
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
条
院
と
い

う
四
方
四
季
の
邸
の
完
成
は
、
海
竜
王
に
ふ
さ
わ
し
い
邸
の
完
成
を
意
味
し
よ
う
。

　
と
同
時
に
、
源
氏
が
四
方
四
季
を
表
象
す
る
女
君
（
未
申
の
町
の
六
条
御
息
所
は

既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
）
を
要
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
四
方
と
四
季
、
す
な
わ

ち
あ
ら
ゆ
る
方
位
と
あ
ら
ゆ
る
時
間
を
支
配
す
る
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ

う
。
し
か
も
、
六
条
院
を
構
成
す
る
四
つ
の
町
は
丑
寅
の
町
、
辰
巳
の
町
、
未
申
の

町
、
戌
亥
の
町
と
呼
ば
れ
、
東
北
、
東
南
、
西
南
、
西
北
の
方
位
を
も
示
し
て
い
る
。

と
す
る
と
、
源
氏
は
東
、
西
、
南
、
北
の
他
に
、
東
北
、
東
南
、
西
南
、
西
北
と
い

う
方
位
も
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
支
配
が
全
方
位
に
あ
ま
ね
く
広
が
っ

て
い

る
こ
と
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
若
紫
巻
冒
頭
の
北
山
山
頂
の
国
見
儀
礼
と
見
倣
さ
れ
る
源
氏
の
眺
望
に
際

し
て
、
源
氏
の
国
土
支
配
の
原
理
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
東
と
西
の
水
平
軸
、
山
と
海

の

垂
直
軸
と
い
う
二
つ
の
軸
に
、
仏
と
神
と
い
う
要
素
を
賦
与
し
た
観
点
か
ら
六
条

院
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、
紫
の
上
は
東
・
山
・
仏
と
い
う
属
性
を
持
っ
て
い
た
が
、

斎
宮
と
し
て
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
し
た
経
歴
を
持
つ
秋
好
中
宮
を
養
女
と
し
て
迎
え
入

れ

る
こ
と
で
、
彼
女
の
持
つ
東
、
海
、
神
と
い
う
属
性
を
取
り
入
れ
て
東
、
山
・
海
、

仏
・
神
と
い
う
属
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
一
方
、
西
・
海
・
神
と
い
う
属
性
を
有
し
て
い
た
明
石
の
君
は
、
大
堰
に
移
住
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

嵯
峨
の
御
堂
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
、
西
・
山
・
仏
と
い
う
属
性
を
手
に
入
れ
、
西
、

山
・
海
、
仏
・
神
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
り
、
彼
女
の
娘
の
明
石
の
姫
君
も
西
、
山
・

海
、
仏
・
神
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
紫
の
上
は
、
秋
好
中
宮
を
養
女
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
明
石
の
姫
君
も
養
女
に
す

る
こ
と
か
ら
、
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
の
持
つ
属
性
、
す
な
わ
ち
東
、
山
・
海
、
仏
・

神
と
い
う
属
性
と
西
、
山
・
海
、
仏
・
神
と
い
う
属
性
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
は
と
も
に
東
・
西
、
山
・
海
、
仏
・
神
と
い
う
属
性
を
有
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
筑
紫
か
ら
上
京
し
た
玉
賢
は
、
西
と
い
う
属
性
を
持
つ
。
玉
覧
一
行
は
京

に

入
っ
て
ひ
と
ま
ず
九
条
の
宿
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
今
後
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
途
方
に
暮
れ
る
。
そ
ん
な
時
、
一
行
の
長
と
も
い
え
る
豊
後
介
が
石
清
水
八

幡
宮
や
長
谷
観
音
へ
の
参
詣
を
勧
め
る
。

　
　
「
神
仏
こ
そ
は
、
さ
る
べ
き
方
に
も
導
き
知
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
め
。
近

　
　
き
ほ
ど
に
八
幡
の
宮
と
申
す
は
、
か
し
こ
に
て
も
参
り
祈
り
申
し
た
ま
ひ
し
松

　
　
浦
、
筥
崎
同
じ
社
な
り
。
か
の
国
を
離
れ
た
ま
ふ
と
て
も
、
多
く
の
願
立
て
申

　
　
し
た
ま
ひ
き
。
今
都
に
帰
り
て
、
か
く
な
む
御
験
を
得
て
ま
か
り
上
り
た
る
と
、

　
　
早
く
申
し
た
ま
へ
」
と
て
、
八
幡
に
詣
で
さ
せ
た
て
ま
つ
る
。
（
中
略
）
「
う
ち

　
　
次
て
は
、
仏
の
御
中
に
は
、
初
瀬
な
む
、
日
本
の
中
に
は
あ
ら
た
な
る
験
あ
ら

　
　

は
し
た
ま
ふ
と
、
唐
土
に
だ
に
聞
こ
え
あ
む
な
り
。
ま
し
て
我
が
国
の
中
に
こ

　
　

そ
、
遠
き
国
の
境
と
て
も
、
年
経
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
若
君
を
ば
ま
し
て
恵
み
た

　
　
ま
ひ
て
ん
」
と
て
、
出
だ
し
立
て
た
て
ま
つ
る
。
　
（
玉
婁
③
一
〇
三
ー
一
〇
四
）
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六条院の成立（下）

「
八
幡
の
宮
」
と
は
平
安
京
の
南
に
あ
る
男
山
に
鎮
座
す
る
石
清
水
八
幡
宮
の
こ
と

で
あ
り
、
祭
神
は
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
、
比
陣
神
。
「
松
浦
」
は
肥
前
国
松
浦
に

あ
る
鏡
神
社
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
神
功
皇
后
、
藤
原
広
嗣
を
祭
る
。
「
筥
崎
」
は
筑

紫
筥
崎
に
あ
る
筥
崎
八
幡
宮
で
、
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
、
玉
依
姫
を
祭
る
。
こ
れ

ら
の
神
社
は
応
神
天
皇
と
そ
の
母
神
功
皇
后
を
祭
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
が
、
こ

の
親
子
は
神
功
皇
后
の
朝
鮮
出
兵
説
話
に
関
わ
っ
て
お
り
、
海
の
神
と
い
う
性
格
を

持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
筥
崎
八
幡
宮
や
鏡
神
社
は
海
の
側
に
あ
り
、
鏡
宮
に
つ
い
て

は

物
語
に
「
た
だ
松
浦
の
宮
の
前
の
渚
と
、
か
の
姉
お
も
と
の
別
る
る
を
な
む
、
か

へ
り
み
せ
ら
れ
て
」
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
「
初
瀬
」
が
長
谷
観
音
を
指
す

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
玉
鍵
は
西
、
海
、
神
と

い

う
属
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
西
、
山
、
仏
と
い
う
属
性
も
併
せ
持
つ
と
考
え
る
の

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
玉
蔓
の
居
所
を
定
め
る
に
際
し
、
物
語
は

　
　
住
み

た
ま
ふ
べ
き
御
方
御
覧
ず
る
に
、
南
の
町
に
は
、
い
た
づ
ら
な
る
対
ど
も

　
　

な
し
、
勢
ひ
こ
と
に
住
み
み
ち
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
顕
証
に
人
し
げ
く
も
あ
る
べ

　
　
し
。
中
宮
の
お
は
し
ま
す
町
は
、
か
や
う
の
人
も
住
み
ぬ
べ
く
の
ど
や
か
な
れ

　
　
ど
、
さ
て
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
列
に
や
聞
き
な
さ
れ
む
と
思
し
て
、
す
こ
し
埋
れ
た

　
　
れ

ど
、
丑
寅
の
町
の
西
の
対
、
文
殿
に
て
あ
る
を
他
方
へ
移
し
て
と
思
す
。
あ

　
　
ひ

住
み
に
も
、
忍
び
や
か
に
心
よ
く
も
の
し
た
ま
ふ
御
方
な
れ
ば
、
う
ち
語
ら

　
　
ひ

て
も
あ
り
な
む
、
と
思
し
お
き
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
婁
③
一
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
語
る
が
、
『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
は
、
こ
の
「
あ
ひ
住
み
」
を

　
　
　
そ
こ
に
重
ね
て
、
こ
の
姫
を
住
ま
わ
せ
る
の
だ
が
、
あ
ず
け
る
と
言
わ
ず

　
　
「
あ
ひ
住
み
」
と
言
う
。
同
格
扱
い
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
。
玉
婁
が
花
散
里
と
同
格
に
扱
わ
れ
る
と
す
る
と
、
丑
寅
の
町
は
、
玉

婁
が
有
す
る
西
、
山
・
海
、
仏
・
神
と
い
う
属
性
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
六
条
院
の
未
申
の
町
に
は
秋
好
中
宮
が
住
ま
う
が
、
彼
女
は
伊
勢
の
斎
宮
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
東
、
海
、
神
の
属
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
紫
の
上
の
養
女
と
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
東
、
山
、
仏
の
属
性
を
も
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
り
、
秋
好
中
宮
の

住
ま
う
未
申
の
町
は
東
、
山
・
海
、
仏
・
神
を
表
象
す
る
町
と
な
る
。
ま
た
、
戌
亥

の
町
は

明
石
の
君
が
住
ま
う
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
彼
女
は
西
、
山
・
海
、
仏
・

神
を
表
象
す
る
。

　

な
お
、
花
散
里
と
玉
蔓
の
住
む
丑
寅
の
町
は
六
条
院
で
は
東
の
町
と
呼
ば
れ
、
秋

好
中
宮
が
住
ま
う
未
申
の
町
は
西
の
町
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
丑
寅
の
町
は
西
、

山
・
海
、
仏
・
神
の
他
に
東
と
い
う
町
の
方
位
が
賦
与
さ
れ
、
未
申
の
町
に
は
東
、

山
・
海
、
仏
・
神
と
い
う
属
性
の
他
に
西
と
い
う
町
の
方
位
が
賦
与
さ
れ
る
。
こ
れ

を
図
示
す
る
と
図
5
と
な
る
。

西　山　仏 西　山　仏
●　　　　　　■ ●　　　　　　●

海神 （東）海　神

東　山　仏 東　山　仏
■　　　　　● ■　　　　　　■　　　　　　■

（西）海　神 西　海　神

図5

　
こ
の
図
を
見
る
と
、
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
の
住
む
辰
巳
の
町
は
、
東
と
西
、
山

と
海
、
仏
と
神
と
い
う
全
て
の
要
素
を
表
象
す
る
の
に
対
し
、
花
散
里
と
玉
蔓
の
住

む
丑
寅
の
町
、
秋
好
中
宮
の
住
む
未
申
の
町
は
、
山
と
海
、
仏
と
神
と
い
う
四
つ
の
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要
素
を
全
て
表
象
す
る
が
、
方
位
と
い
う
点
で
西
な
い
し
は
東
の
み
を
表
象
す
る
に

過

ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
六
条
院
の
町
の
呼
称
と
し
て
丑
寅
の
町
に
は
東
の
町
、
未
申

の

町
に
は
西
の
町
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
、
丑
寅
の
町
や
未
申
の
町
に
欠
け
て
い

る
東
や
西
と
い
う
属
性
が
町
の
呼
称
と
し
て
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
あ
く
ま
で
も
町
の
呼
称
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
女
君
た
ち
が
表
象
す
る
方
位
と
は

や
や

次
元

を
異
に
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
明
石
の
君
の
住
む
戌
亥

の
町

は
、
方
位
と
し
て
西
と
い
う
属
性
し
か
賦
与
さ
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
紫
の
上
、
明
石
の
姫
君
の
住
む
辰
巳
の
町
が
全
て
の
属
性
を
備
え
、
そ

れ
に
次
い
で
花
散
里
と
玉
覧
の
住
む
辰
巳
の
町
と
秋
好
中
宮
の
住
む
未
申
の
町
が
方

位
の
点
で
東
と
西
の
ど
ち
ら
か
を
欠
き
つ
つ
も
町
の
呼
称
に
よ
り
そ
の
不
足
を
補
っ

て
い

る
の
に
対
し
、
明
石
の
君
の
住
む
戌
亥
の
町
は
東
と
い
う
属
性
を
全
く
欠
い
て

い

る
。
東
と
西
の
水
平
軸
、
山
と
海
の
垂
直
軸
と
い
う
二
つ
の
軸
に
、
仏
と
神
と
い

う
要
素
を
賦
与
し
た
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
辰
巳
の
町
が
最
も
優
位
を
保
ち
、
次
い

で

丑
寅
の
町
と
未
申
の
町
が
同
等
の
格
を
持
っ
て
位
置
し
、
戌
亥
の
町
が
最
も
劣
っ

た
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
序
列
は
、
先
に
指
摘
し
た
四
つ

の

町
の
造
り
と
同
様
な
序
列
と
な
っ
て
い
る
。
町
の
造
り
と
町
が
示
す
属
性
と
い
う

二
つ
の

観
点
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
序
列
は
、
明
石
の
君
が
六
条
院
に
住

ま
う
他
の
三
人
の
女
性
た
ち
と
比
べ
、
著
し
く
劣
っ
た
身
分
で
あ
る
こ
と
を
判
然
と

示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
先
に
六
条
院
に
住
ま
う
女
君
の
中
で
、
源
氏
と
男
女
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の

は
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
み
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
右
に
示
し
た
六
条
院
の
造
り

や

町
の
属
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
間
に
存
在
す
る
大
き
な
身

分
上
の
懸
隔
は
、
紫
の
上
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
と
し
、
六
条
院
に
安
定
し
た
秩

序
を
も
た
ら
す
。

　

ま
た
、
町
の
造
り
、
町
の
示
す
属
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
で
は
、
東
の
町
と

西
の
町
は
紫
の
上
の
住
む
南
の
町
に
や
や
劣
る
が
、
同
等
の
重
み
を
持
つ
。
先
に
未

申
の
町
の
辰
巳
の
町
に
対
す
る
優
位
性
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に

住
ま
う
人
物
の
身
分
か
ら
導
き
出
し
た
も
の
で
、
辰
巳
の
町
に
住
む
花
散
里
が
生
存

し
て
い
る
の
に
対
し
、
六
条
御
息
所
は
既
に
没
し
て
い
る
。
ま
た
玉
婁
が
辰
巳
の
町

に

常
住
し
て
い
る
の
に
対
し
、
秋
好
中
宮
は
冷
泉
帝
の
后
と
し
て
後
宮
に
暮
ら
し
て

お
り
、
未
申
の
町
に
常
に
居
候
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
辰
巳
の
町
（
東

の

町
）
と
未
申
の
町
（
西
の
町
）
は
、
実
質
的
に
は
同
等
の
格
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。

八
　
六
条
院
の
仏
と
神

　
六
条
院
が
完
成
し
て
迎
え
た
最
初
の
正
月
を
描
く
初
音
巻
は
、
春
の
町
の
描
写
か

ら
始
ま
る
。

　
　
年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き
、
な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
け
さ
に
は
、

　
　
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
内
だ
に
、
雪
間
の
若
草
若
や
か
に
色
づ
き
は
じ
め
、
い
つ
し

　
　
か

と
け
し
き
だ
つ
霞
に
木
の
芽
も
う
ち
け
ぶ
り
、
お
の
つ
か
ら
人
の
心
も
の
び

　
　

ら
か
に
見
ゆ
る
か
し
。
ま
し
て
い
と
ど
玉
を
敷
け
る
御
前
は
、
庭
よ
り
は
じ
め

　
　
見
ど
こ
ろ
多
く
、
磨
き
ま
し
た
ま
へ
る
御
方
々
の
あ
り
さ
ま
、
ま
ね
び
た
て
む

　
　
も
言
の
葉
足
る
ま
じ
く
な
む
。

　
　
　
春
の
殿
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
内
の
匂
ひ
に
吹
き
紛
ひ

　
　

て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
音
③
一
四
三
）

「
春
の
殿
」
、
す
な
わ
ち
紫
の
上
と
源
氏
の
住
む
辰
巳
の
町
は
、
庭
の
梅
の
香
り
と

御
簾
の
内
の
焚
き
物
の
匂
い
が
混
じ
り
合
っ
て
、
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
思
わ
れ

る
と
表
現
さ
れ
る
が
、
仏
法
に
お
け
る
俗
世
の
理
想
の
王
、
転
輪
聖
王
で
あ
り
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

つ
普
賢
菩
薩
の
化
身
と
見
倣
さ
れ
る
源
氏
が
六
条
院
の
主
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
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六条院の成立（下）

こ
の
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
六
条
院
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
辰
巳
の
町
に
住
む
紫
の
上
は
東
方
瑠
璃
光
浄
土
に
住
む
薬
師
如
来
の
庇
護
の
も
と

に

あ
り
、
戌
亥
の
町
に
住
む
明
石
の
君
は
西
方
の
極
楽
浄
土
の
教
主
で
あ
る
阿
弥
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

如
来
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
丑
寅
の
町
に
住
む
玉
蔓
も
、

長
谷
寺
に
参
詣
の
途
中
、
右
近
と
巡
り
会
う
こ
と
か
ら
、
観
音
菩
薩
の
庇
護
を
受
け

て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
未
申
に
住
む
秋
好
中
宮
は
、
斎
宮
と
し
て
伊

勢
神
宮
に
赴
い
て
お
り
、
天
照
大
神
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

さ
す
が
に
仏
の
庇
護
は
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
女
は
初
音
巻

に

続
く
胡
蝶
巻
で
、
内
裏
か
ら
退
出
し
、
未
申
の
町
で
季
の
御
読
経
を
催
し
て
い
る
。

他
の
三
つ
の
町
が
、
如
来
や
菩
薩
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
の
に
加
え
て
、
秋
好
中
宮

が
未
申
の
町
で
季
の
御
読
経
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
条
院
全
体
が
仏
の
徳
に
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

ち
満
ち
た
、
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
か
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
源
氏
は
神
々
の
王
で
あ
る
海
竜
王
で
も
あ
っ
た
。
六
条
院
の
未
申
の
町
に

住
む

秋
好
中
宮
は
伊
勢
神
宮
に
斎
宮
と
し
て
仕
え
た
こ
と
か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
庇
護

を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
戌
亥
の
町
に
住
む
明
石
の
君
は
、
住
吉
大
社
の
加

護
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
辰
巳
の
町
に
住
む

玉
蔓
は
、
上
京
し
九
条
に
落
ち
着
く
と
ま
ず
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
、
そ
の
後
長

谷
観
音
に
詣
で
て
お
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
加
護
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

辰
巳
の
町
に
住
む
紫
の
上
は
、
六
条
院
が
完
成
し
て
か
ら
か
な
り
後
の
こ
と
に
な
る

が
、
藤
裏
葉
巻
で
明
石
の
姫
君
の
入
内
に
際
し
て
賀
茂
の
み
あ
れ
祭
り
に
詣
で
て
い

る
。　

こ
う
し
て
み
る
と
、
六
条
院
の
四
つ
の
町
に
住
ま
う
女
性
は
、
秋
好
中
宮
が
都
の

東
に
位
置
す
る
伊
勢
神
宮
、
明
石
の
君
が
都
の
西
の
住
吉
大
社
、
玉
覧
が
都
の
南
に

鎮
座
す
る
石
清
水
八
幡
宮
、
紫
の
上
が
都
の
北
の
賀
茂
神
社
の
神
の
加
護
を
受
け
て

い

る
こ
と
に
な
る
。
六
条
院
の
四
つ
の
町
に
四
方
と
四
季
を
表
象
す
る
女
性
を
住
ま

わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
南
の
町
に
住
み
春
を
表
象
す
る
紫
の
上
は
北
の
賀
茂
神
社
、

西
の
町
に
住
み
秋
を
表
象
す
る
秋
好
中
宮
は
東
の
伊
勢
神
宮
、
東
の
町
に
住
み
夏
を

表
象
す
る
玉
婁
は
南
の
石
清
水
八
幡
宮
、
北
の
町
に
住
み
冬
を
表
象
す
る
明
石
の
君

は
西
の
住
吉
大
社
と
い
う
よ
う
に
、
四
つ
の
町
に
住
む
四
人
の
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
東
、

西
、
南
、
北
の
神
の
加
護
を
受
け
る
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。

　
た
だ
し
、
玉
蔓
は
裳
着
に
際
し
て
、
父
親
が
藤
原
氏
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
ね
ば

な
ら
ず
、
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
大
社
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の

春
日
大
社
も
都
の
南
に
位
置
す
る
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
の
町
に
住
み
夏
を
表

象
す
る
玉
蔓
が
南
の
神
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
く
、
六

条
院
が
東
、
西
、
南
、
北
の
神
々
の
庇
護
を
受
け
る
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
い

る
と
い
う
事
実
に
変
更
は
生
じ
な
い
。

九
　
仙
境
と
し
て
の
六
条
院

　
さ
ら
に
、
胡
蝶
巻
冒
頭
部
分
に
は
、
春
の
町
の
船
楽
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か

れ
る
。

　
　
　
竜
頭
鶴
首
を
、
唐
の
装
ひ
に
ご
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
、
揖
と
り
の
樟
さ

　
　
す
童
べ
、
み
な
角
髪
結
ひ
て
、
唐
土
だ
た
せ
て
、
さ
る
大
き
な
る
池
の
中
に
さ

　
　
し
出
で
た
れ
ば
、
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国
に
来
た
ら
む
心
地
し
て
、
あ
は
れ
に
お

　
　
も
し
ろ
く
、
見
な
ら
は
ぬ
女
房
な
ど
は
思
ふ
。
中
島
の
入
江
の
岩
蔭
に
さ
し
寄

　
　
せ
て
見
れ
ば
、
は
か
な
き
石
の
た
た
ず
ま
ひ
も
、
た
だ
絵
に
描
い
た
ら
む
や
う

　
　
な
り
。
こ
な
た
か
な
た
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
、
錦
を
引
き
わ
た
せ
る
に
、
御

　
　
前
の
方
は
は
る
ば
る
と
見
や
ら
れ
て
、
色
を
増
し
た
る
柳
枝
を
垂
れ
た
る
、
花

　
　
も
え
も
い
は
ぬ
匂
ひ
を
散
ら
し
た
り
。
他
所
に
は
盛
り
過
ぎ
た
る
桜
も
、
今
盛
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り
に
ほ
ほ
笑
み
、
廊
を
続
れ
る
藤
の
色
も
こ
ま
や
か
に
ひ
ら
け
ゆ
き
に
け
り
。

　
　
ま
し
て
池
の
水
に
影
を
う
つ
し
た
る
山
吹
、
岸
よ
り
こ
ぼ
れ
て
い
み
じ
き
盛
り

　
　
な
り
。
水
鳥
ど
も
の
、
つ
が
ひ
を
離
れ
ず
遊
び
つ
つ
、
細
き
枝
ど
も
を
く
ひ
て

　
　
飛
び

ち
が
ふ
、
鴛
鴛
の
波
の
綾
に
文
を
ま
じ
へ
た
る
な
ど
、
物
の
絵
様
に
も
描

　
　
き
取
ら
ま
ほ
し
き
に
、
ま
こ
と
に
斧
の
柄
も
朽
い
つ
べ
う
思
ひ
つ
つ
日
を
暮
ら

　
　
す
。

　
　
　
　
風
吹
け
ば
波
の
花
さ
へ
い
ろ
見
え
て
こ
や
名
に
た
て
る
山
ぶ
き
の
崎

　
　
　
　
春
の
池
や
井
手
の
か
は
せ
に
か
よ
ふ
ら
ん
岸
の
山
吹
そ
こ
も
に
ほ
へ
り

　
　
　
　
亀
の
上
の
山
も
た
つ
ね
じ
舟
の
う
ち
に
老
い
せ
ぬ
名
を
ば
こ
こ
に
残
さ
む

　
　
　
　
春
の
日
の
う
ら
ら
に
さ
し
て
行
く
舟
は
樟
の
し
つ
く
も
花
ぞ
ち
り
け
る

　
　
な

ど

や
う
の
は
か
な
ご
と
ど
も
を
、
心
々
に
言
ひ
か
は
し
つ
つ
、
行
く
方
も
、

　
　
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
べ
う
、
若
き
人
々
の
心
を
う
つ
す
に
、
こ
と
わ
り
な
る
水

　
　
の
面
に
な
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
③
一
六
六
ー
一
六
八
）

　
揖
取
り
の
女
童
に
角
髪
を
結
わ
せ
、
中
国
風
の
装
い
を
さ
せ
た
竜
頭
鶴
首
の
船
に

秋
好
中
宮
付
き
の
若
い
女
房
た
ち
を
乗
せ
、
中
宮
方
の
池
か
ら
紫
の
上
が
住
ま
う
南

の

町
の
池
に
漕
ぎ
出
す
と
、
秋
好
中
宮
付
き
の
女
房
た
ち
は
「
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国

に

来

た
ら
む
心
地
」
が
す
る
と
い
う
。
ま
さ
に
こ
こ
春
の
町
は
、
異
境
空
間
な
の
で

あ
る
。
池
の
上
か
ら
眺
め
た
春
の
町
の
景
色
は
ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
で
、
「
ま

こ
と
に
斧
の
柄
も
朽
い
つ
べ
う
」
思
わ
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
表
現
は
仙
境
に
迷

い

込
ん
だ
人
物
が
童
子
が
碁
を
打
つ
の
に
見
と
れ
て
い
て
気
が
付
く
と
、
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
斧
の
柄
が
朽
ち
て
い
た
と
い
う
燗
桐
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
こ
の
異
境
空

間
が
神
仙
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
女
房
た
ち
が
詠
ず
る
四
首
の
歌
の
う
ち
三
首
目
の
歌
に
詠
ま
れ
る
「
亀

の

山
」
と
は
蓬
莱
山
の
こ
と
で
あ
る
。
『
列
子
』
湯
間
篇
に
蓬
莱
山
を
「
巨
霞
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

を
し
て
、
首
を
畢
げ
て
之
を
戴
き
」
、
つ
ま
り
大
き
な
亀
が
支
え
て
い
る
と
の
表
現

が

あ
り
、
既
に
拙
稿
で
引
用
し
た
兼
明
親
王
「
祭
亀
山
神
文
」
に
も
蓬
莱
山
は
亀
の

背
に
乗
っ
て
い
る
と
あ
る
よ
う
に
、
「
蓬
莱
山
」
は
亀
の
上
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
「
亀
山
」
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
亀
の
山
を
訪
ね
る
必
要
も
な
い
と

い

う
こ
の
三
首
目
の
歌
は
、
こ
の
六
条
院
の
春
の
町
が
蓬
莱
山
に
匹
敵
す
る
神
仙
境

で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
三
首
目
の
歌
の
「
舟
の

う
ち
に
老
い
せ
ぬ
名
を
ば
こ
こ
に
残
さ
む
」
と
い
う
表
現
は
、
『
白
氏
文
集
』
巻
三
、

新
楽
府
「
海
漫
々
」
の
「
蓬
莱
の
島
を
見
ず
ん
ば
敢
て
蹄
ら
ず
。
童
男
卯
女
舟
中
に

　
　
お
　

老

ゆ
」
を
踏
ま
え
た
表
現
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
「
海
漫
々
」
で
は
、
こ
の
詩
句

は
始
皇
帝
や
武
帝
に
命
じ
ら
れ
て
不
死
の
薬
を
探
す
人
々
が
蓬
莱
山
を
求
め
て
彷
復

う
が
、
蓬
莱
山
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
ず
舟
の
中
で
皆
老
い
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
詠
じ
て
い
る
が
、
女
房
の
歌
で
は
、
自
分
た
ち
は
「
海
漫
々
」
で
描
か
れ
る
人
々

と
は
異
な
り
、
既
に
仙
境
に
到
達
し
、
舟
の
中
で
老
い
る
こ
と
の
な
い
世
界
に
い
る

と
「
海
漫
々
」
の
表
現
を
反
転
さ
せ
て
、
春
の
町
が
老
い
を
知
ら
な
い
神
仙
境
で
あ

る
と
歌
い
上
げ
る
。

　
先
に
舟
の
中
か
ら
眺
め
て
い
る
女
房
た
ち
の
視
点
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
春
の
町
の

御
殿
と
庭
は
「
ま
こ
と
に
斧
の
柄
も
朽
い
つ
べ
う
」
思
わ
れ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る

部
分
が
、
燗
拘
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
に
こ

の

四

首
連
続
し
て
並
べ
ら
れ
た
歌
群
の
三
首
目
の
歌
の
表
現
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、

舟
の
中
の
女
房
た
ち
は
春
の
町
を
神
仙
境
と
見
、
自
身
を
蓬
莱
山
に
匹
敵
す
る
地
に

た

ど
り
着
い
た
人
々
に
準
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
女
房
た
ち
の
歌
に
続
く
地
の
文
で
は
「
行
く
方
も
、
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
べ
う
」

と
記
さ
れ
る
が
、
『
河
海
抄
』
は
こ
の
表
現
の
注
に
、
後
漢
の
時
代
、
天
台
山
に
薬

草
を
採
り
に
入
っ
た
劉
展
、
院
肇
が
道
に
迷
っ
て
、
二
人
の
美
女
と
出
会
い
、
一
緒

に

半
年
ほ
ど
暮
ら
し
た
が
、
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
故
郷
に
か
え
っ
て
み
る
と
、
自
分

た
ち
の
七
代
後
の
子
孫
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
『
続
斎
譜
記
』
に
収
め
ら
れ
た
劉
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六条院の成立（下）

院
天
台
の
故
事
を
引
き
、
春
の
町
の
神
仙
的
雰
囲
気
を
よ
り
強
調
す
る
。
ま
た
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
「
此
六
条
院
の
あ
り
さ
ま
、
人
間
に
は
比
量
す
べ

き
所
な
け
れ
ば
、
只
仙
宮
の
如
し
と
ほ
め
て
云
る
也
（
眠
江
入
楚
）
。
一
六
七
ペ
ー

ジ
の
「
ま
こ
と
に
斧
の
柄
も
朽
い
つ
べ
う
…
」
に
照
応
」
と
の
頭
注
を
付
す
。
『
続

斎
譜
記
』
に
載
せ
ら
れ
た
説
話
に
基
づ
く
か
否
か
は
別
と
し
て
、
確
か
に
こ
の
「
行

く
方
も
、
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
べ
う
」
と
い
う
表
現
は
、
「
ま
こ
と
に
斧
の
柄
も
朽

い

つ

べ

う
…
」
と
い
う
表
現
と
照
応
し
、
六
条
院
の
春
の
町
が
神
仙
世
界
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
を
確
認
す
る
表
現
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ザ

　

と
こ
ろ
で
、
既
に
示
し
た
通
り
に
大
堰
の
地
は
仙
境
で
も
あ
っ
た
。
後
に
六
条
院

が
完
成
す
る
と
、
明
石
の
君
は
戌
亥
の
冬
の
町
、
紫
の
上
は
辰
巳
の
春
の
町
に
住
む

こ
と
に
な
る
が
、
二
条
院
の
紫
の
上
の
も
と
に
養
女
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
明
石
の

姫
君
も
、
紫
の
上
と
と
も
に
辰
巳
の
春
の
町
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
六

条
院
に
お
け
る
人
物
の
位
置
関
係
は
、
二
条
院
を
経
由
し
て
お
り
直
接
で
は
な
い
に

し
て
も
、
最
終
的
な
結
果
だ
け
見
れ
ば
、
明
石
の
姫
君
が
西
北
の
明
石
の
君
の
冬
の

町
か

ら
東
南
に
あ
た
る
紫
の
上
の
住
む
春
の
町
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
兼
明
親

王
の
祭
文
に
あ
っ
た
「
盛
正
位
於
北
方
、
養
春
味
於
震
之
木
、
帰
末
流
於
東
南
」
と

い

う
表
現
と
対
応
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ

ま
り
、
大
堰
の
山
荘
で
明
石
の
君
を
囲
綾
し
て
い
た
神
仙
世
界
が
、
六
条
院
の

戌
亥
の
町
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
東
南
の
方
向
に
流
れ
て
紫
の
上
の
い
る
辰
巳
の

春
の
町
を
も
覆
う
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ

も
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
松
風
巻
で
源
氏
が
大
堰
の
山
荘
に
留
ま
っ
て
い
る
明
石

の

君
を

初
め
て
訪
れ
た
後
に
催
さ
れ
た
桂
の
饗
宴
に
お
い
て
、
源
氏
は
神
仙
と
見
倣

さ
れ
た
。
と
す
る
な
ら
、
彼
が
主
と
し
て
住
む
六
条
院
そ
の
も
の
を
神
仙
境
と
見
倣

す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
六
条
院
に
山
と
海
、
四
方
四
季
を
表
象
す
る
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、
光
源

氏
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
と
空
間
を
支
配
す
る
王
者
と
な
る
と
同
時
に
、
転
輪
聖
王
や
普

賢
菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
海
竜
王
、
さ
ら
に
は
神
仙
と
さ
れ
、
彼
の
住
む
六
条
院
は

「
生

け
る
仏
の
御
国
」
で
あ
り
、
四
方
の
神
々
に
守
護
さ
れ
た
神
の
王
者
の
邸
、
さ

ら
に
は
神
仙
境
と
も
見
倣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
六
条
院
は
、
こ
の
よ
う
に
源
氏
の

王
者
性
と
聖
性
を
様
々
な
形
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
至
高
の
栄
華
と
絶
対

的
な
王
者
性
を
象
徴
す
る
邸
宅
と
し
て
物
語
世
界
に
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
注

（
9
）
　
「
二
条
東
院
構
想
試
論
（
上
）
」
（
『
白
百
合
女
子
大
学
紀
要
』
第
5
1
号
、
平
成
2
7
年
1
2
月
）

　
　
「
二
条
東
院
構
想
試
論
（
下
）
」
（
白
百
合
女
子
大
学
『
言
語
・
文
学
研
究
論
集
』
第
1
6
号
、

　
　
平
成
28

年
3
月
）

（
1
0
）
　
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
五
巻
一
二
〇
頁
に
「
花
散
里
「
あ
ひ
住
み
」
」
と
い

　
　
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
源
氏
が
玉
墜
を
六
条
院
の
ど
こ
に
住
ま
わ
せ
る
か
を
検
討
し
て
い

　
　
る
部
分
の
解
説
と
し
て
、
「
明
確
に
順
位
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
四
つ
の
町
で
は
や

　
　
は
り
北
よ
り
南
、
西
よ
り
東
が
よ
い
位
置
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
は
、
姫
君
の

　
　
住
居

を
東
南
か
ら
西
南
、
さ
ら
に
東
北
と
、
最
も
よ
い
位
置
か
ら
順
に
考
え
て
行
か
れ
た

　
　
の
で
あ
る
。
姫
君
の
扱
い
を
、
か
な
り
重
く
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
記
述
が

　
　
認
め
ら
れ
る
。

（
1
1
）
　
兼
明
親
王
の
祭
文
は
『
本
朝
文
粋
』
か
ら
引
用
。
『
本
朝
文
粋
』
は
『
新
日
本
古
典
文

　
　
学
大
系
』
に
拠
り
、
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
に
従
い
、
一
部
私
に
改
め
て
訓
み
下

　
　
し
た
。

（
1
2
）
　
三
谷
栄
一
は
、
『
物
語
史
の
研
究
』
第
三
編
、
第
三
章
（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
4
2
年
）

　
　
に
お
い
て
、
紫
の
上
が
「
「
春
の
御
前
」
と
い
わ
れ
る
以
上
、
当
然
「
東
」
で
あ
る
べ
き

　
　
で
あ
る
の
は
、
「
南
の
上
」
「
南
の
御
方
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
辰
巳
の
方
向
に
位
置
づ
け
ら

　
　
れ
て
い
る
の
は
、
四
方
四
季
の
信
仰
に
戌
亥
の
隅
や
辰
巳
の
隅
の
信
仰
と
が
重
な
っ
て
い

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
辰
巳
の
方
向
も
、
ま
た
祝
福
さ
れ
る
方
角
で
こ
こ
に
も
、
前
述
の
よ
う

　
　
に
、
紫
の
上
の
性
格
が
物
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
1
3
）
　
浅
尾
広
良
「
『
源
氏
物
語
』
の
邸
宅
と
六
条
院
復
元
の
論
争
点
」
（
倉
田
実
編
『
王
朝
文
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学
と
建
築
・
庭
園
』
所
収
、
竹
林
舎
、
平
成
1
9
年
）

（
1
4
）
　
玉
上
琢
彌
「
光
る
源
氏
の
六
条
院
復
元
図
・
第
二
案
」
（
『
『
源
氏
物
語
』
と
平
安
京
』

　
　
所
収
、
お
う
ふ
う
、
平
成
6
年
）
、
池
浩
三
「
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
1
そ
の
想
定
平
面

　
　
図
の
根
拠
」
（
『
『
源
氏
物
語
』
と
平
安
京
』
所
収
、
お
う
ふ
う
、
平
成
6
年
）

（
1
5
）
　
「
明
石
の
君
の
大
堰
移
住
（
改
稿
）
」
（
白
百
合
女
子
大
学
『
言
語
・
文
学
研
究
論
集
』

　
　
第
17

号
、
平
成
2
9
年
3
月
）

（
1
6
）
　
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
、
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
に
拠
る
。

（1
7
）
　
同
注
1
5
。

（
1
8
）
同
注
1
0
。

（
1
9
）
　
拙
著
『
王
朝
文
学
の
始
発
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
2
1
年
）
第
四
章
、
第
一
節
「
『
源
氏
物

　
　
語
』
と
『
古
事
記
』
日
向
神
話
」
、
第
二
節
「
末
摘
花
論
ー
石
長
比
売
と
末
摘
花
」

（2
0
）
　
同
注
1
5
。

（
2
1
）
　
渡
辺
仁
史
「
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
に
つ
い
て
1
四
季
の
町
の
配
列
」
（
『
中
古
文
学
』

　
　
第
53

号
、
平
成
6
年
5
月
）
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
「
其
仏
国
土
、
自
然
七
宝
、
金
銀
瑠

　
　
璃
、
珊
瑚
琉
珀
、
碑
礫
碍
磯
、
合
成
為
地
、
恢
廊
畷
蕩
、
付
加
限
極
。
（
中
略
）
亦
無
四

　
　
時
、
春
秋
冬
夏
、
常
和
調
適
。
」
と
い
う
一
節
を
引
用
し
、
「
六
条
院
は
「
春
秋
冬
夏
」
が

　
　
右
旋
に

よ
っ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
美
的
様
相
の
面
で
何
ら
不
調
和
や
歪
み
と
い
っ

　
　
た
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
り
、
極
楽
を
現
世
に
具
現
さ
せ
た
も
の
と
見
倣
す
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
」
と
指
摘
す
る
。
物
語
作
者
は
こ
の
『
無
量
寿
経
』
の
表
現
を
も
念
頭
に
置
き
つ

　
　
つ
、
六
条
院
を
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
2
2
）
　
秋
山
度
、
河
添
房
江
、
松
井
健
児
、
三
角
洋
一
「
共
同
討
議
　
物
語
文
学
の
人
間
造
形

　
　
－
源
氏
物
語
と
以
前
以
後
」
（
『
国
文
学
』
3
8
巻
H
号
、
學
燈
社
、
平
成
5
年
1
1
月
）
『
源

　
　
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
、
韓
正
美
『
源
氏
物
語
に
お
け
る
神
祇
信
仰
』
（
武
蔵
野
書

　
　
院
、
平
成
2
7
年
）

（
2
3
）
　
河
野
貴
美
子
「
燗
栢
の
故
事
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　
絵
合
・
松
風
』
至

　
　
文
堂
、
平
成
1
4
年
）
皿
、
皿
頁
。

（
2
4
）
　
『
列
氏
』
は
、
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
拠
る
。

（
2
5
）
　
『
白
氏
文
集
』
は
、
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
に
拠
る
。

（
2
6
）
小
林
正
明
「
蓬
莱
の
島
と
六
条
院
の
庭
園
」
（
『
鶴
見
大
学
紀
要
』
昭
和
6
2
年
3
月
）
、

　
　
上
原
作
和
『
光
源
氏
物
語
　
學
藝
史
　
右
書
左
琴
の
思
想
』
（
翰
林
書
房
、
平
成
1
8
年
）

　
　
第
三
部
、
《
燗
桐
の
物
語
史
》
「
斧
の
柄
朽
つ
」
る
物
語
の
主
題
生
成
は
、
こ
の
六
条
院
春

　
　
の
町
の
神
仙
表
現
に
六
条
院
解
体
の
予
兆
を
読
み
取
る
。
そ
れ
に
対
し
田
中
隆
昭
「
仙
境

　
　
と
し
て
の
六
条
院
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
7
5
巻
1
1
号
、
平
成
1
0
年
H
月
）
は
、
日
本
漢
詩

　
　
文
の
仙
境
表
現
を
概
観
し
、
小
林
や
上
原
の
指
摘
は
性
急
に
過
ぎ
る
と
批
判
す
る
。

　
　
　
な
お
、
田
中
幹
子
は
「
源
氏
物
語
「
胡
蝶
」
の
巻
の
仙
境
表
現
ー
本
朝
文
粋
巻
十
所
収

　
　
詩
序
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ー
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
4
6
号
、
平
成
9
年
1
月
）
で
、
次

　
　
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
仙
境
表
現
は
、
天
皇
、
上
皇
等
の
威
徳
に
捧
げ
ら
れ
た
常
套
的
表
現
で
あ
っ
た
。
常

　
　
　
　
套
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
「
胡
蝶
」
の
華
や
か
さ
が
特
別
で
あ
る
こ

　
　
　
　
と
は
、
同
じ
花
の
宴
で
あ
る
「
花
宴
」
の
描
写
の
淡
泊
さ
が
証
明
し
て
い
た
。
「
花

　
　
　
　
宴
」
の
宴
は
、
主
催
が
桐
壼
帝
で
あ
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
天
皇
主
催
の
宴
の
際
に
常

　
　
　
　
套
的
表
現
を
も
ち
い
な
く
て
も
そ
の
宴
の
す
ば
ら
し
さ
は
既
に
保
証
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
「
胡
蝶
」
の
場
面
は
、
天
皇
で
な
い
光
源
氏
の
私
邸
で
の
私
宴
に
対
し
て
、
天
皇
或

　
　
　
　
い
は
上
皇
主
催
の
宴
の
常
套
的
賛
辞
で
あ
る
仙
境
の
喩
え
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
が
、
重
み
を
持
つ
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
極
め
て
意
識
的
に
詩
序
と
同
じ
描
写
を
用

　
　
　
　
い
た
。
光
源
氏
の
威
徳
は
天
皇
と
同
じ
で
あ
る
、
い
や
、
私
宴
で
こ
う
な
の
だ
か
ら

　
　
　
　
天
皇
以
上
の
威
徳
な
の
だ
と
源
氏
物
語
の
構
成
上
、
こ
こ
で
読
み
手
に
納
得
さ
せ
る

　
　
　
　
意
図
の
た
め
で
あ
っ
た
。

（7
2
）
　
本
書
第
＝
一
工
早
。

（2
8
）
　
同
注
2
7
。
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