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二
条

東
院

構

想

の
変

遷

明
石

の
君
母
子

の
処
遇
を
め
ぐ

っ
て
ー

田

坂

憲

二

二
条
の
東
院
と
六
条
院
と
の
間
に
、
構
想
の
展
開
を
見
よ
う
と
す
る
視
点

は
、
早
く
高
橋
和
夫
氏
の

「
二
条
院
と
六
条
院
-

源
氏
物
語
に
於
け
る
構
想

(注

1
)

展
開

の
過
程

に
つ
い
て
ー

」
に
よ

っ
て
据
え
ら
れ
た
。
こ
の
論
は
、
そ
の
副

題
が
示
し

て
い
る
様

に
、
構
想

の
展
開
-

創
作
意
識

の
進
展
、
の
問

題
を
追

求

し
た
卓
越
し
た
論
文
群

の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
後
、

「
思
ふ
さ
ま
に
か
し
づ

き
た
ま
ふ
べ
き
人
」

の
考
察
な
ど
を
通
じ

て
、
大
朝
雄
二
、
森

一
郎

、
伊
井
春

樹
、
深
沢

三
千
男

の
諸
氏

に
よ

っ
て
、
東
院
か
ら
六
条
院

へ
の
構
想
展
開
に

つ

へ注
2
)

い
て
の
論
は

、
深
化
さ
れ
た
。
高
橋

氏
の
論
は
、

こ
れ
ら
の
基
盤
と
な

っ
た
も

の
で
、
今
日

で
は
定

説
化

さ
れ
た
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一
方

、
高
橋
論
文
を

(注
3
)

方
法

論
の
面
を
中
心

に
批
判

し
た
池
田
義

孝
氏

の
論
も
、
無
視
出
来
な

い
面
を

持

っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

本
稿

で
は
、
東
院

の
着
工
か
ら
完
成
迄
を
中
心

に
し

て
、
改
め
て
東
院
構
想

の
変
遷

に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
又
、
そ
れ
が
何

に
よ

っ
て
持
た
ら
さ
れ
、

何
を
持
た
ら
せ
た
の
か
も
、
併
せ

て
考
察
し
て
行
き

た
い
。

(猶
、
以
下
に
お
い
て
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
小
学
館
版
日
本
古
典
文
学
全
集
を
使
用
し
、
ロ

ー
マ
数
字
は
巻
数
を
、
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。
)

ま
ず
、
濤
標
巻

に
お
け
る
二
条

の
東
院

の
性
格
か
ら
吟
味

し
て
み
よ
う
。

冷

泉
帝
が
即
位
し
、
源
氏
が
内
大
臣

に
任
ぜ
ら
れ
、

一
門
の
人

々
の
繁
栄

が

述

べ
ら
れ
た
後

に
、
東
院

の
造
営

に
つ
い
て
の
記
事
が
初
出
す

る
。

①
二
条
院

に
も
同
じ
ご

と
待
ち
き

こ
え
け
る
人
を
、
あ
は
れ
な
る
も

の
に
思

し
て
、
年
ご
ろ

の
胸
あ
く
ば
か
り
と
思
せ
ぱ
、
中

将
中
務

や
う

の
人

々
に

は
、
ほ
ど

ほ
ど

に
つ
け

つ
つ
情
を
見

え
た
ま
ふ

に
、
御

暇
な
く

て
、
外
歩

き
も
し
た
ま
は
す
。
二
条
院

の
東
な
る
宮

、
院

の
御
処
分
な
り
し
を
、
二

な
く
改
め
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
花
散
里
な
ど
や
う

の
心
苦
し
き
人

々
住
ま
せ

む
な
ど
、
思
し
あ

て
て

つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
。
(置
二
七
四
)

内
大
臣
と
し
て
政
界

に
復
帰

し
た
源
氏
は
、
以
前

の
様

に
邸
外

の
女
君
た
ち

を
自
由

に
訪
れ
る
こ
と
は
出
来

な
い
。

「
御
暇
な
く

て
、
外
歩

き
も
し
た
ま
は

ず
」
は
、
二
条
院

の
召
人
た
ち

に
も
相
応

の
情

を
か
け

て
や
る
た
め

、
と
蟄

8

の
が
そ
の
直
接

の
理
由

で
あ
る
か
の
様
な
記
述
だ
が
、
読
者
は
そ
こ
に
、
大

臣

と
し
て
、
著
し
く
行
動
性
を
殺

さ
れ

て
い
る
源
氏

の
新
し

い
姿
を
看
取
す
る
で

あ
ろ
う
。
恋
愛
人
光
源
氏

に
は
、
最
早

、
奔
放
な
行
動
を
保
証
し
て
く
れ
た
か
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つ
て
の
自
由

な
空
間
は
望
む
べ
く
も
な

い
の
で
あ

る
。
政
治
人
と
し

て
の
光
源

氏
像
が
、
溝
標
巻
後
半
以
降

明
確

に
造
型
さ
れ
て
く

る
こ
と
は
、
既

に
指
摘
さ

へ注
4
㌧

れ
て
お
り
、
恋
愛
人
と
し
て
の
光
源
氏
像
も
、
軌
を

ほ
ぼ

一
に
し
て
、

一
つ
の

転
換
点

へ
と
到

っ
て
い
る
。
二
十
九
歳
と
い
う
年
令
が
、
内
大
臣

と
い
う
地
位

が
、
そ
の
転
換
を
要
請
す

る
。
さ
す
れ
ば
、
邸
外

に
い
て
訪
れ
る
こ
と
が
難
し

く
な

る
の
で
あ
ろ
う
女
君

た
ち
を
邸
内

へ
、
と

い
う
構
図

は
、
極
め

て
自
然
な

も

の
と
し

て
、
そ
の
登
場
が
予
測
さ
れ
る
。

前
掲
①

で
具
体
的

に
そ
の
名

前
が
あ
げ
ら
れ
た
花
散

里
以
外

に
、
明
石
の
君

母
子
も
、
東
院

入
り
を
は

っ
き
り
と
予
定
さ
れ
て

い
る
。
①

に
続

い
て
、

「
ま

こ
と
や
、
か
の
明
石

に
心
苦
し
げ
な
り
し

こ
と
は

い
か
に
」
と
、
明
石

の
姫
君

誕
生

の
こ
と
が
語
り
始
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
宿
曜

の
予
言

に
よ

っ
て
、
姫

君
が

后

に
な
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
が
述

べ
ら
れ
た
後
で
、
こ

う
記
さ
れ
る
。

②

「
…
…
さ

る
に
て
は
、
か
し
こ
き
筋

に
も
な
る
べ
き
人

の
、
あ
や
し
き
世

界
に
て
生
ま
れ
た
ら
む
は
、
い
と
ほ
し
う
か
た
じ
け
な
く
も
あ
る
べ
き
か

な
。
こ
の
ほ
ど
過
ぐ
し
て
迎

へ
て
ん
」
と
思
し
て
、
東

の
院
急
ぎ
造
ら
す

べ
き

よ
し
、
も
よ
ほ
し
仰
せ
た
ま
ふ
。
(ー
二
七
六
)

注

目
す

べ
き

こ
と
は
、
明
石
の
君
母
子
は
、
東
院
造
営
計
画
に
お
い
て
二
重

に

関
り

あ

っ
て
い
る
、
或

い
は
そ
の
可
能

性
を
有

し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。
明
石

の
君
は

「
心
苦

し
き
人

々
」

の

一
人

で
あ
り
、
東
院
入

り
が
考
え
ら

れ
る
し
、
姫
君
は
后
に
な
る
べ
く
運
命

づ
け
ら
れ

て
い
る

の
で
あ

る
か
ら
、
源

氏

の
膝
下

に
入
る
た
め
に
東
院
入
り
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
本

文
を
追

っ
て
い
く
限
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、・
東
院
と

の
関
り
は
、
明
ら

か

に
姫
君

の
方

が
強
い
の
で
あ
る
。

「
こ
の
ほ
ど
過
ぐ

し
て
」
は

「姫

君
が
旅

へ注
5
)

行
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
と

こ
ろ
で
」

の
意

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
数

か
月

の

後

に
は
可
能

で
あ
る
筈

だ
か
ら
、
東
院

の
造
営
を
急
が
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
五
月
。
花
散
里
を
訪
れ
た
源
氏
は
、
筑
紫

の
五
節

を
思
い
起

こ
す
。

③
か
や
う

の
つ
い
で
に
も
、
か

の

五

節

を
思

い
忘
れ
ず

。
ま
た
見
て
し
が

な
、
と
心

に
か
け
た
ま

へ
れ
ど
、
い
と
難
き

こ
と
に
て
、
え
紛
れ
た
ま
は

ず

。
…
…
心
や
す
き
殿
造
り
し
て
は
、
か
や
う
の
人
集

へ
て
も
、
思
ふ
さ

ま
に
か
し
づ
き
た

ま
ふ

べ
き
人
も
出

で
も

の
し
た
ま
は
ば
、
さ
る
人

の
後

見

に
も
、
と
思
す

。
か

の
院
の
造
り
ざ
ま
な
か
な
か
見
ど

こ
ろ
多
く

、
今

め

い
た
り
。
よ
し
あ
る
受

領
な
ど
を
選
り
て
、
あ

て
あ

て
に
も

よ
ほ
し
た

ま
ふ
o
(Ⅱ
二
八
九
)

「
思
ふ
さ
ま
に
か
し

づ
き
た
ま
ふ
べ
き
人
」
を
め
ぐ

っ
て
諸
氏
に
論

の
あ
る

こ

と
は
、
上

述
の
通
り

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
五
節
を

「
ま
た
見

て
し
が
な
、
と

心

に
か
け
た
ま

へ
れ
ど
、
い
と
難
き

こ
と
」
で
あ

る
理
由
が
、

「
公
事
も
し
げ

く
、
と
こ
ろ
せ
き
御
身
」
で
あ

る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
く
。
即
ち

、
①

の

「御

暇
な
く
て
…
…
花
散
里
な
ど
や
う

の
心
苦

し
き
人
」
と
共
通

の
地
盤

に
立
脚
し

た
発
想
な

の
で
あ
る
。

花
散

里
、
明
石

の
君
、
筑

紫

の

五

節

と
並

べ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
、
須

磨

.
明
石
流
諦
時
代

の
源
氏
と
か
な
り

の
交
渉
を
持

っ
た
女
性

で
あ
る

こ
と
が

わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
東
院

の
造
営

は
、
流
離
諏
構
想

の

一
つ
の
結
末

と

し
て
捉
え
ら
れ
る

側

面

も

あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
み
る

と
、
明
石
巻
末

の
場

面
が
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
く
る
様

に
思
わ
れ
る
。
不
遇

時
代

の
源
氏
と
近
し
か

っ
た

三
人

の
女
性

。
今

の
源
氏

に
は
彼
女
た
ち
を
訪
れ

る

こ
と
は
難
し
く
、
手
紙
だ
け

の
往
復
。
あ

の
明
石
巻
末

の
記
事
は
、
三
人

の

女
君

の
消
息
を
さ
ら
り
と
描

い
て
い
る
だ
け
な

の
だ
が
、
東
院

の
出
現
を
要
請

し
て
い
る
か

の
様
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

流
離
課
構
想
と

の
関
係

に
つ
い
て
は
速
断
を
避
け
る
に
し
て
も
、
こ
の
段
階
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迄

に
お
い
て
、
東
院

は
、

「
と

こ
ろ
せ
き
御
身
」
と
な

っ
た
源
氏
が

、
明
石

の

姫

君
の
処
遇
を
も
含
め

て
、

「
心
苦

し
き
」
女
君
た
ち
を

一
堂
に
会

さ
せ
る
意

識
に
よ

っ
て
計
画
さ
れ
て
い
る
、
と
位
置

づ
け
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。
妻
妾
集

団
化

、
と
も
言
う

べ
き
も

の
を
目
的

と
し
た

の
が
、
着
工
時

に
お
け
る
東
院
本

来

の
姿

で
あ
る
。

こ
れ
を
、
東
院
第

一
次
構
想
と
し
て
お
こ
う
。

二

 

次
に
、
明
石

の
君
母
子
と

の
関
り

に
つ
い
て
委
し
く
見
て
み
よ
う
。

「
明
石
の
女

の
物
語
」

と

「
紫

の
ゆ
か
り
の
物
語
」
と

の
二

つ
の
プ

ロ
ッ
ト

が
、
密
接
な
関
係

に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
思
え
ば

、
源
氏
物
語
第

一

部

に
お
い
て
、
こ
の
二
人

の
女
君
だ
け
が
、
光
源
氏
を
間
に
挾
ん

で
実
質
的

に

対
時
し
た

の
で
あ

っ
た
。

「
明
石

の
女
」
と

「紫

の
ゆ
か
り
」

こ
の
両
者

は
、

若
紫
巻

で

「紫

の
ゆ
か
り
」
が
初
め

て
姿
を
見

せ
る
場
面

の
直
前

に
、
良
清

に

よ

っ
て

「
明
石
の
女
」

の
噂
が
為

さ
れ
る
と
い
う
様

に
、
そ
の
登
場
時
か
ら
隣

接
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も

、
こ
の
場
面
で
語
ら
れ
る

(明
石

の
女
)
と
、

後

に
明
石
巻
で
登
場

し
て
か
ら
以
降

の
明
石

の
君
と
の
間

に
、
年
齢
的

に
矛
盾

が
あ

る

と

い
う
こ
と
は
既

に

指
摘

さ
れ

て
い
る
通

り
で
、

そ

こ
に
、

玉
上
琢

(注
6
》

彌
氏

の
言
わ
れ
る
短
篇
物
語
と
し
て
の
若
紫

の
可
能
性
も
出
て
来

る
の
で
あ
る

が
、
若
紫
巻
執
筆

の
段
階

で
長
篇
化

の
構
想
が
か
な
り
進
ん

で
い
た
と
す
る
観

点
に
立

て
ば
、
作
者

が
、

「
明
石

の
女
」

と

「
紫

の
ゆ
か
り
」
と
を
何
ら
か

の

形
で
組
合
せ

て
考
え
て

い
た
、
と
見
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
ば

、
明
石

の
姫
君
と
い
う
存
在

に
よ

っ
て
、
構

造
的

に

更
に
不
可
分
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
明
石

の
君
が
姫
君
を
生
む
と

い
う
こ
と

と
、
紫

の
上

に
子
供
が
な
い
と

い
う

こ
と
は
、
同

一
の
構
想

の
表
裏
で
あ
る
。

明
石

の
君

は
、
源
氏

の
た
め
に
、
そ

の
将
来

の
栄
華
を
保

証
す

る
姫
を
生
む
た

め
に
の
存
在

と
し
て
登
場
し
て
く

る
の
だ
が
、
そ
れ

に
は
、
正
妻
格

で
あ
り
、

身
分
的

に
遙
か
に
優
位

に
立

つ
紫

の
上
が
子
を
儲
け
な

い
こ
と
が
、
必
要
不
可

欠

で
あ

っ
た
筈

で
あ

る
。
そ

の
条

件

が

充
足
さ
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初

め

て
、
受
領

の
娘
の
生

ん
だ
子
が
、
后
が
ね

の
姫

君
と
し

て
の
地
位
を
約
束
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

一
方

、
紫

の
上
に
と

っ
て
は
、

こ
の
こ
と
は
更

に
大

き
な
意
味

を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
源
氏
と
の
愛
情

の

絆
に
よ

っ
て
の
み
存
在
す

る
と

い
う
、
紫

の
上

の
本
質
的
な
姿
を
維
持
し

て
い

く
役
割

で
あ
る
。
子
供

と
い
う
有
形
の
絆
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ

る
母

親
と
い
う
安
住

の
座
と
を
、
余
計
な
爽
雑
物
と
し
て
排
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

紫

の
上

と
源
氏
と

の
関
係

は
、
純
粋

な
愛
情

に
そ

の
重
点
を
し
ぼ
り
、
両
者

の

関
り
あ

い
の
不
安
定
さ
と
、
逆

に
そ
れ
に
基
く
新
鮮
と
を
描
く

こ
と
が
出
来
た

へ注
7
)

の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
明
石

の
姫

君
は
、

「
明
石
の
女

の
物
語
」
と

「
紫

の

ゆ
か
り
の
物
語
」

の
重
要
な
結
節
点
に
位
置
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方

、
后
が
ね

で
あ
り
、
源
氏

一
族

の
将
来

の
栄
華
を
支
え
る
役
割
を
担

っ

て

い
る
明
石

の
姫
君
は
、
い
つ
ま

で
も
受
領

の
娘

の
手
で
育

て
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
源
氏

の
正
妻
格
で
あ

り
、
物
語
の
女
主
人
公
的
地
位

に
あ
る
紫
の
上

の
手

で
養
育
さ
れ

る
の
が
、
極
め

て
自
然

な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば

、
姫

君
が
適
当

な
時
点

で
、
明
石

の
君

の
手
か
ら
紫

の
上

の
も
と

に
引
取

ら
れ

る
と

い
う
構
想
は
、
二
つ
の
プ

ロ
ッ
ト
が
成
立
し
た
段
階
と
、
極
め
て
近
い
時

か
ら

存
在
し
て
い
た
と
見
る

こ
と
が
出
来

る
。

姫
君
譲
渡

の
構
想
が
成
立

し
た
時
、
最
低

限
決
定
し
て
お
く

の
は
、
ど

の
段

階

で
そ
れ
を
行
な
う
の
か
、
と
い
う

に
と
で
あ
る
。
そ

の
場
合

、
指
標
と
な
る

の
は
、
姫
君

の
年
齢
、
そ

の
成
長

の
度
合

、
と
考
え
る

の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

裳
着

の
時

で
は
遅
き

に
失
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
し
、
乳
児

の
間
は
、
母

子

の
い
ず
れ

に
と

っ
て
も
酷
で
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
く

る
と
、
薄

雲
巻
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で
実

現
し

た
様

に
、

一
応
乳
離
れ
し
た
後

の
袴
着

の
段

階
が
譲
渡

の
時

期
と
し

て
予
定
さ
れ
る

の
は
、
極
め

て
当
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
袴
着
は
、
三
歳

で

(注
8
)

行
な
わ
れ

る
の
が
当
時

一
般
的

で
あ

っ
た
か
ら
、
年
齢
的

に
も
、
又
、
譲
渡

の

ロ
実
と
し

て
も
相

応
し
い
様

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
設
定

は
、
簡
単

に
作
者

の
脳

裏

に
浮
ん
だ

こ
と
で
あ

ろ
う
。
松

風
巻
末

で
、
源
氏
が

「
蛭

の
子
が
齢

に
も
な

り
に
け
る
を
」
云
々
と
、
紫

の
上

に
姫
君
養
育

の
話
を
切
出
す
描
写
は
、
三
歳

ご

ろ
と

い
う
意
識
が
、
作
者
を
強
く
捉
え

て
い
た
こ
と

の
反
映
と
は
見
ら
れ
な

い
だ

ろ
う
か
。

姫
君
誕
生

の
報
を
受
け
た
源
氏

は
、
東
院
の
造
営
を
急
が
せ
る
傍
ら

、
明
石

に
乳
母
を
派
遣

し
、

五
十
日
の
祝

い
を
届
け
さ
せ

る
。
明
石

の
人
々
は
源
氏

の

誠
意
に
改
め

て
信
頼
感
を
強
く
す

る
。
源
氏
は
姫

君
の
こ
と
が

「
あ
や
し
き
ま

で
御
心
に
か

か
り
、
ゆ
か
し
」
と
思

い
、
紫
の
上

に
、

「
呼
び
に
や
り

て
見
せ

た
て
ま

つ
ら
む

。
憎
み
た
ま
ふ
な
よ
」
と
、
そ
れ
と
な
く
話
を
持
ち
か
け
る
。

明
石

の
君
も

「
げ

に
う
し
ろ
や
す
く
思
う
た
ま

へ
お
く
わ
ざ
も
が
な
」
と
源
氏

に
文

を
し
た
た
め
る
。
作
者
は
、
明
石
の
君
母
子
を
近
々
上
京
さ
せ
る

べ
く

登

場

人
物
を
操

っ
て
い
る
、
と
言

っ
て
良

さ
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、

「見
せ

た

て
ま

つ
ら
む
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
に
せ
よ
、
乳
呑
児
の
明
石

の
姫
君
を
直
ち

に
紫

の
上
が
引
取

る
と

い
う
可
能

性
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
姫
君
の
京

の

邸

と
し

て
は
、

東
院
が

は

っ
き
り
と
予
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

と

す

れ

ば

、
明
石

の
君
母
子

の
上
京
と
、
姫
君
譲
渡
と

の
構
想

は
、
作
者

に
よ

っ
て
如

何

に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

前
章

で
述

べ
た
様

に
、
東
院

と
明
石

の
君
母
子
と
の
関
り

に
お
い
て
姫
君
が

主
体

で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と

、
例
え
ば
次

の
様
な
構
図

を
想
定
出
来

よ

う
か
。

第

一
段
階
と
し
て
、

姫
君

は
明
石

の
君

と
共

に
上
京

、

東
院

に
入

る
。

(姫
君
う
歳
)

第

二
段
階
と
し
て
、
紫

の
上

の
手
許

に
移
り
、
后
が
ね

の
姫

と
し
て
二
条
院
本
流

の
中

に
組
込
ま
れ
る
。

(姫
君
三
歳
〉

一
方
、
姫
君
に
寄
添

う
形
で
東
院

に
入

っ
た

明

石

の
君
は
、
女

君

の

一
人
と
し

て
残
る

こ
と
に
よ

り
、
東
院

は
妻
妾
集
団
化

の
邸
と
し
て
完
成
す
る
。
こ
れ

ほ
ど
確
固
た
る
予
定

が
立

っ
て
は

い
な
か

っ
た

に
せ
よ
、
流
離
諏
構
想
の

一
つ
の
結
末
と
し
て
、
と

に
か
く
明
石

の
君
母
子
を

一
応
上
京
さ
せ
東
院
に
入
れ

て
、
そ
れ
か
ら
物
語
を

展
開
さ
せ
よ
う
、
と
す
る
意
識
は
読
取

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

い
ず
れ

に
し
て
も
明
石

の
姫

君
は
、
明
石
↓
東
院
↓

二
条
院
と
、
短
期
間

に

二
度
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
又
、
明

石

の

君

も

、
安
易

に
上

京

、
安
易

に
姫
君
を
譲
渡
と
い
う
形

に
な
り
、
別
離

の
場
面
に
お
け
る
母
親
の

心
中

の
相
剋

を
描

こ
う

に
も
、
そ
の
緊
張
性
が
著
し
く
弛
緩
し
た
も

の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
東
院
第

一
次
構
想
下
で
は
、
明
石

の
君
母
子

の
取
扱

い
に
関

す
る
限
り
、
未
熟
な
手
法

に
よ
る
展
開
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
作
者

は
、
自

ら
そ
の
事

に
気
付

い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
直
後
、
明
石
の

君
母
子
の
上
京
問
題
は
、
大
き
く
軌
道
修

正
さ
れ
る
。
そ
の
事
は
、
次
節

の
、

東
院
造
営
期
間

の
内
部
構
造

の
検
討
で
明
ら
か

に
な
る
で
あ

ろ
う
。

三

東
院

は
、
着
工
が
源
氏

二
十
九
歳

の
春
、
完
成

が
三
十

一
歳

の
秋
で
あ

る
か

ら
、
こ
の
間
、
約
二
年
半

の
月
日
を
費
し

て
い
る
。
森
藤
侃
子
氏

の
指
摘
さ
れ

る
様

に
、
二
年
半
と

い
う
工
事
期
間

は
当
時
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

」注
9
)

長
期

の
例

に
属
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
二
年
半

の
内
容
を
分
析

し
て
み

る
と
、
等
質

の
構
造
を
持

っ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
。
造
営
関
係

の
記

事

は
、

二
年
半

の
内

の
最
初

の
数
か
月
間
、
濡
標
巻
前
半
部
分

に
偏
在
し

て
い

 (注
10
)

る
の
で
あ
る
。
前
掲
①
～
③
に
よ
れ
ば
、

二
条
院
の
東
な
る
宮
…
…
二
な
く
改
め
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
(源
氏
二
十
九
歳
、二
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月
〉東

の
院
急
ぎ
造
ら
す

べ
き

よ
し
、
も
よ
ほ
し
仰
せ
た
ま

ふ
。

(同
、
三
月
)

か
の
院

の
造
り
ざ

ま
、
な
か
な
か
見
ど

こ
ろ
多
く
、
今
め

い
た
り
。

(同
、
五
月
)

と
、
着
工
し
て
か
ら

の
最
初

の
数

か
月
間
は
工
事

は
至

っ
て
順
調
に
進
み
、
五

月

に
は
、
か
な
り
の
段
階
迄
造
営
が
完

了
し

て
い
る

こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
こ

の
記
述
を
追

っ
て
行
く
限
り

で
は
、
作
者

は
、
東
院
の
完
成
を
そ
れ
ほ
ど
遠

い

地
点

に
置
く
意
識
は
な
か

っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
出
来

る
。
然
る
に
、
こ
の
五

へ注
11
)

月

の
記
事
を
最
後
に
、
東
院

の
工
事

の
様
子
は

一
切
描
か
れ
る

こ
と
な
く
約

二

年

の
時
が

過
ぎ
、
源
氏

三
十

一
才

の
秋
に
、
松
風
巻
頭
で

「
東

の
院
造
り
た
て

て
」
と
、
漸
く

そ
の
完
成

が
告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
森
藤
氏

の
言
わ
れ
る
如

へ注
12
》

く

「完
成
間
近

に
し
て
捨
て
お
か
れ
」
た
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。

私
は
こ
の
二
年
間

の
空
白
を
、
構
想

の
変
化
を
背
景
と
し
た
、
作
者

の
意
図

的
な
操
作

の
結
果

で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
明
確
な
目
的
意
識

に
よ

っ
て
、

東
院

の
完
成
が
故
意

に
延
引
さ
れ
た
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の

こ
と
を
要
請
し
た
因
子
が
存
在
す
る
筈

で
あ
る
。

松
風
巻
を
見
る
と
、
東
院

の
完
成
が
契

機
と
な

っ
て
動
き
出

し
た
も

の
が
二

つ
あ
る
。

一
つ
は
、
花
散

里
の
移
転

で
あ
り
、
今

一
つ
は
、
明
石
の
君
母
子
の

上
京

で
あ
る
。
花
散
里

に
関

し
て
言
え
ば
、
源
氏

は

「
公
事
も
し
げ
く
、
と
こ

ろ
せ
き
御
身
」

で
あ
り
、
滅
多

に
訪
問
す
る

こ
と
が
出
来
ず
、

一
方
、
花
散

里

の
邸
は

「年
ご

ろ
に
い
よ

い
よ
荒

れ
ま
さ
り
、
す
ご
げ

に
て
お
は
す
」
と

い
う

状
態

で
あ
り
、
東
院

の
完
成
ー

東
院

へ
の
移
転
と
い
う

こ
と
を
、
急
が
せ
る

要
素
と
は
な

っ
て
も
、
遅
ら
せ
る
も

の
と
は
な
り
得

な
い
。
寧
ろ
逆

に
、
そ

の

様
な
状
態
に
も
拘
ら
ず
東
院

の
完
成
が

二
年
も
遅
ら
さ
れ
た
と
い
う
意
味

で
、

こ
の
空
白
期
間
の
重
要
性
を
示
唆
す

る
も

の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
残

る

一
つ
、

明
石

の
君
母
子

の
上
京
を
遅
ら
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
の
二
年
間

の
空
白
が
用
意

さ
れ
た
と
考

え
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。

前
節
で
私
は
、
姫
君

一
歳

の

段

階

で

明
石
の
君
母
子
を
上
京

さ
せ
る

こ
と

は
、
そ
の
後
の
展
開
を
考
え
併
せ

る
と
、
姫

君
は
住
居
を
転
々
と
変
え
ね
ば
な

ら
ず
、
明
石

の
君

の
心
情
も
深

み
の
あ
る
も

の
と

は
な
り
得
な
い
だ
ろ
う
し
、

優
れ
た
構
成

と
は
言
え
な

い
と
述

べ
た
。

こ
の
弱
点
を
克
服
す
る
の
が
、
姫

君

と
明
石

の
君
を
し
ば
ら
く
彼
の
地

に
停
め
、
上
京

・
母
子
別
離

(姫
君
譲
渡
〉

.

袴
着
を

一
点

に
集
中

さ
せ
る
方
法

で
あ
る
。
作
者

は
、
こ
の
様
に
構
想
を
転
換

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め

に
何
よ
り
も
、
前
構
想

の
下

で
実
現
が

近
い
か

の
如
く
描
い
て
い
た
明
石
の
君
母
子

の
上
京
を
、
姫
君
袴
着

の
タ
イ

ム

・
リ
ミ

ッ
ト
ぎ
り
ぎ
り

の
姫
君
三
歳
=
源
氏
三
十

一
歳

の
年

の
後
半
迄
遅
ら
せ

る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
母
子

の
京

の
邸
と
し
て
の
役
割
も
担

っ
て
い
た
東

院
が
、
そ
の
造
営
を
中
断
さ
れ
、
物
語

の
表
面
か
ら
消
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の

様
に
考
え
れ
ば
、
東
院
造
営
過
程
に
お
け

る
二
年
間

の
不
可
思
議

な
空
白
も
、

納
得
出
来

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
松

風
巻

に
先
行
す
る
蓬
生
巻

の

記
述
も
右

の
様
な
推
測
を
強
く
裏
付
け
る
様

に
思
わ
れ
る
。

蓬
生
巻

で
、
源
氏

は
、
零
落
し
な
が
ら
も
昔

に
変
ら
ぬ
心
を
持

つ
末
摘
花
を

発
見

し
、
手
厚
く
庇
護
す

る
。

④
御
文

い
と

こ
ま
や
か
に
書
き
た
ま
ひ
て
、

二
条
院
近
き
所
を
造
ら
せ
た

ま

ふ
を

、

「
そ
こ
に
な
む
渡
し
た
て
ま
つ
る

べ
き
。
よ
ろ
し
き
童

べ
な
ど
、

求

め
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま

へ
」
な
ど
、
人

々
の
上
ま
で
思
し
や
り

つ
つ
、
と

ぶ
ら

ひ
き

こ
え
た
ま
え

へ
ば
…
…

(ー
二
四
三
)

こ
れ
は
賀
茂

の
祭

の
頃

の
記
事

で
あ
る
か
ら
、
年

立
的

に
は
前
引
②
～
③
間

の

こ
と
と
な
り
、
東
院

の
工
事
が
順
調

に
進
展
し

て
い
た
時
期

に
属
す
る
。
然

る

に
そ
の
直
後
、
蓬
生
巻
末

で
は
次

の
様

に
述

べ
ら
れ
る
。
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⑤

二
年
ば
か
り

こ
の
古
宮

に
な
が
め
た

ま
ひ
て
、
東

の

院

と

い
ふ
所

に
な

む
、
後
は
渡

し
た
て
ま

つ
り
た
ま
ひ
け
る
。
(　
三
四
四
〉

末
摘
花
は
花
散

里
と
同
様

の
理
由
で
早
急

に
東
院
に
引
取
ら
れ
る
の
が
好
都
合

で
あ

る
に
も
拘
ら
ず

、
東
院

の
完
成

は
遙
か

二
年
先

の
こ
と

で
あ
る
と

、
作
者

に
よ

っ
て
は

っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
決
し
て
妥
当
な
も

の
と
は
意

い
難

い
二
年
後

の
完
成
を

、
何
故

、
蓬
生
巻
末

の
段
階

で
先
読
み
出
来

た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
年

立

的

意

識

の
極
め

て
濃
厚

な
要
素
と
、
東
院

の
完
成

と

が
、
作

者

の
脳
裏

で
結
び

つ
け
ら
れ

て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
即
ち
、
明
石
の
姫

君

の
袴
着
の
年
を
、
東
院
完
成

の
年
と
は

っ
き

り
計
画
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、

こ
の
時
点
で
東
院
完
成

の
年
を
明
確

に
記
す
こ
と
が
出
来

た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
蓬
来
巻
は
、
稲
賀
敬

二
氏

の
指
摘
さ
れ
た
兵
部
卿
宮

の
呼
称
の
問

へ注
13
)

題
な
ど
も
あ
り
、
玉
婁
系
十
六
帖

の
中

で
も
、
特

に
後
記
挿
入

の
可
能
性
が
強

い
と
さ
れ
て
き
た
巻

で
あ
る
。
こ
の
二
年
後
を
先
読
み
し
た
記
述
と
後
記
挿
入

の
問
題

と
を
結
び

つ
け
て
考

え
ら
れ
た

の
が
、
高
橋
和
夫
氏

の

「
源
氏
物
語
第

一
部

に
お
け
る
若
紫
系
と
帯
木
系

の
問
題

」
(「
源
氏
物

語
の
主
題
と
構
想
』
六

六
～
六
九
頁
)

で
あ
り
、
更

に
そ
の
考
え
を
推
進
さ
れ
た
の
が
大
朝
雄

二
氏

の

へ注
14
㌧

「
並
び
蓬
生
を
め
ぐ

っ
て
」
で
あ

る
。
特

に
大
朝
氏
の
論

は
重
要

な
問
題
提
起

で
あ
る
の
で
、
以
下
、
氏

の
高
説

に
対
し

て
卑
見
を
述

べ
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

大
朝
氏
は
、
東
院
構
想
か
ら
六
条
院
構
想

へ
と
発

展
し
、
花
散
里
が
六
条

院

へ
移

っ
た
た
め
に
、
主
な
き
邸
と
な

っ
た
東
院
に
住
む

べ
き
高
貴
な
女
性
が
必

要
と
な
り
、
末
摘
花
を
登
場
さ
せ

る
べ
く
蓬
生
巻
が
後
記
さ
れ
た
、
と
述

べ
ら

れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し

て
、
東
院
物
語

に
結
着
を

つ
け
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
か

。
氏
は

「
濡
標
巻

で
力
説
さ
れ
た

二
条
東
院

造
営

の
意
気
ご

み
を

一
片

の
反
故
た
ら
し
め
な
い
た
め
」
と
さ
れ
る
が
、
東
院
が
意
気
ご
ん
で

造
営
さ
れ
て
い
た

の
は
、
第

一
次
構
想

に
お
け
る
時
期
、
即
ち

、
前
掲
①
～
③

の
段
階
だ
け

で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
二
十
九
歳

の
五
月
以
降
、

二
年
余

に
渡

っ
て
東
院
関
係

の
記
事
が
見
え
な

い
と
い
う
こ
と

は
、
作
者

の
東
院
そ
の
も

の
に
対
す

る
興
味
が
、
や
や
薄
れ

て
き
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
も
そ

の
二
年
余

の
空
白
が
、
東
院

の
側
か
ら
要
請
さ

れ
た
も

の
で
は
な
く

、
他

の
事
情

(明
石
の
君
母
子
の
上
京
を
遅
ら
せ
る
こ
と
)
に
よ

る

も
の
な
ら
ば
、
物

語
に
お

い
て
東
院

の
占
め
る
位

置
は
、
は
な
は
だ
小
さ

い
も

の
に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
花
散

里
が
六
条
院
に
移
住
し
た
か

ら

と
い

っ
て
、

一
巻
を
費
し
て
ま
で
新
し

い
主
人
を
求
め
る
ほ
ど
、
作
者
は
東

院
を
重
視
し
て
い
な

い
だ
ろ
う
。

又

、
大
朝
氏
は
、
玉
婁
巻
以
降
末
摘
花
が
東
院
を
代
表
す
る
女
性
と
し
て
描

か
れ

て
い
る
、
と
述

べ
ら
れ
る
。
確
か

に
、
初
音

・
行
幸

・
若
菜
巻
は
そ

の
様

(注

15
》

な
記
述
で
あ
る
が
、

一
方
匂
宮
巻

に
お

い
て
、
花
散
里
は
、
源
氏

の
遺
産
と
し

て
東
院
を
譲

り
受
け
そ

こ
に
住
ん

で
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
末

摘
花

に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
な

い
。
こ
れ
は
、
末
摘
花

が
既

に
死
去
し
た
構

へ注
16
)

想

に
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来

よ
う
が

、
作
者

の
意
識

に
お

い
て
東

院
と
最
も
強
く
結
び

つ
い
て
い
た

の
は
末
摘
花

で
は
な
く
て
、
や
は
り
花
散

里

で
あ

っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

濡
標
巻

の
半
ば

で
二
条

の
東
院
が
姿
を
消
し

て
か
ら
二
年

の

歳
月

が

流

れ

た
。
そ
し

て
、
松
風
巻
冒
頭

で
そ

の
完
成
が
告
げ
ら
れ
再
び
私
達

の
前

に
姿
を

現
わ
す

の
で
あ
る
が
、
こ
の
東
院
は
、
あ

の
第

一
次
構
想

の
東
院
と
同
じ
性
格

の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

⑥
東

の
院
造
り
た
て
て
、
花
散

里
と
聞

こ
え
し
、
移

ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西

の

対

、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
家
司
な
ど
、
あ

る
べ
き
さ
ま
に
し
お
か
せ
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た
ま
ふ
。
東

の
対

は
、
明
石

の
御
方

と
思
し
お
き
て
た
り

。
北

の
対

は
、

こ
と

に
広
く
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
り

に
て
も
あ
は
れ
と
思
し
て
、
行
く

末
か
け
て
契

り
頼
め
た
ま
ひ
し
人

々
集
ひ
住

む

べ
き

さ
ま

に
、
隔
て
隔
て

し

つ
ら
は
せ
た
ま

へ
る
し
も
、
な

つ
か
し
う
見

ど
こ
ろ
あ
り
て
、
こ
ま
か

な
り
Q
(ー
三
八
七
)

東
院
は
、
や
は
り
女
君
た
ち
を

一
堂

に

会

さ

せ
る
た
め
の
邸
と
し
て
完
成
し

た
。
し
か
し
、
そ

の

こ

と
を

目
的

と
し

て
完
成

を
急
が
れ
て

い
た
筈

の
東
院

が
、
明
石
の
君
母
子

の
上
京

を
遅
ら
せ
る
た
め
に
、
完
成

の
時
期

を
延
引
さ
れ

た
と

い
う
こ
と
は
、

こ
の
記

述
と
は
裏
腹

に
、
妻
妾
集
団
化

の
邸

と
し

て
の
重

要
性
が
低

下
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
⑥

の
記
載
の
様

に
花
散
里

は
東
院
入
り
を

し
、
又
蓬
生

巻
末

で
約
束
さ
れ
た
末
摘
花
も
移

り
住
ん

で
い
る

こ
と
が
後

に
明
ら
か

に
な
る
の
で
あ

る
が
、
こ
と

明
石

の
君
に
関
す
る
限
り
、

全
く
異

っ
た
展
開
を
す
る
様

で
あ

る
。
濤
標
巻
に
お

い
て
東
院

は
、
明
石

の
君

母
子
の
い
ず
れ
と
も
、
そ
れ
も
姫
君

の
方
と
よ
り
密
接

に
結

び

つ
い
て
い
た
筈

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
段
階

に
到

っ
て
、

「東

の
対
は
、
明
石

の
御
方
と
思

し
お
き

て
」
と
記
さ
れ
、
姫
君

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。
い
か

に
も
東
院

の
計
画

は
明
石

の
君

の
た
め
だ

け
の
も

の
で
あ
り
、
姫
君
は
そ
こ
か
ら
除
外

さ

れ
て
い
る
か

の
様
な
印
象
を
受
け
る

の
で
あ

る
。
そ

の
辺

の
事
情

に
つ
い
て
、

更
に
検
討
を
し

て
み
よ
う
。

東
院

の
完
成
を
背
景
に
し
た
源
氏

の
強
い
催
促

に
よ

っ
て
、
明
石

の
君
は
や

っ
と
上
京
を
決
意
す
る
の
で
あ

る
が
、
母
子

そ
し

て
尼
君
は
、
直
接
東
院

に
向

う
の
で
は
な
く
、
自

ら
修
築
し
た
大
堰
の
旧
邸

に
入
る
。
や
が
て
、
源
氏
が
訪

れ
て
来

て
、
東
院

へ
の
移

住

を

勧
め
る

の
で
あ

る
が
、
明
石
の
君
は
従
わ
な

い
。⑦

「
こ
こ
に
も
、

い
と
里
離
れ

て
、
渡

ら
む

こ
と
も
難
き
を
、
な
ほ
か

の
本

意
あ

る
所

に
移
ろ
ひ
た
ま

へ
」
と
の
た
ま

へ
ど

「
い
と
う

ひ
う

ひ
し
き
ほ

ど
過
ぐ
し
て
」

と
聞

こ
ゆ
る
も
こ
と
な
り
な
り
。
(1
四
〇
〇
)

一
方

、
源
氏

に
と

っ
て
、
早
急

に
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
は
、
明
石

の
姫

君
の
処
遇

で
あ
る
。
東
院
入
り
を
肯
ぜ
な

い
明
石
の
君
を
前

に
源
氏

の
心

中

で
、
姫
君
を

二
条
院

に
引
取
る
計
画
が
次
第

に
明
確
に
な

っ
て
く
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
も
物
語
展
開
上

の
手
法

で
あ
り
、
作
者
自
身

の
意
志

は

「東

の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
」
計
画
す

る
源
氏
の
姿

に
投
影
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
松
風
巻
冒

頭
の
段
階

で
、
姫
君

の
二
条
院

入
り
は
確
固
た
る
構
想

に
支

え
ら
れ

て
い
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
作
者

は
、
そ
れ
が
抜
差
な
ら

ぬ
状

態
に
物
語
を
追
込
ん
で
行
く
だ
け
で
あ

る
。

や
が

て
巻
は
薄
雲

に
、
季
節

は
冬

に
移
る
。

⑧
冬

に
な
り
ゆ
く

ま
ま

に
、
川
づ
ら

の
住
ま
ひ
い
と
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
上

の
空
な
る
心
地

の
み
し

つ
つ
明
か
し
暮
ら
す

を
、
君
も

「
な
ほ
か
く

て
は

え
過
ぐ
さ
じ

。
か

の

近

き

所

に
思
ひ
立
ち
ね
」
と
す
す
め
た
ま

へ
ど
、

「
つ
ら
き
と

こ
ろ
多
く
試
み
は
て
む
も
残
り
な
き
心
地
す

べ
き
を

、
い
か

に
言
ひ
て
か
」
な
ど

い
ふ
や
う
に
思
ひ
乱
れ
た
り

。
(夏
四
一
七
)

ど
う

や
ら
作
者

は
、
源

氏

に

東

院
入
り
を
勧

め
さ
せ

て
明
石

の
君
に
拒
ま
せ

る
、
と

い
う
構
図
を
意
図
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
明
石

の
君
を
無
理

に
東
院

に
移
ら
せ
る
意
志
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
つ
に
は
、
明
石

の
君

の
人

間
像
自
体
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
明
石

の
君

の
上
京
を
遅
ら
せ
た

こ
と
は
、
明
石
巻

で
付
与
さ
れ
た
彼
女

の
性
格
を
、
よ
り

一
層
陰
騒

の
濃

い
も

の
に
す
る
働
き
を
し
た
。

「
身

の
ほ
ど
」

の
意
識

に
苛
ま
れ
、
住
吉
詣
以
降
二

年
間
日
和
見
を
続
け
て
き
た
こ
と
は
、
彼
女

を
東
院

に
入
り
に
く

い
存
在

に
し

て
い
る
。
上
京
を
た
め
ら

っ
て
い
た
明
石
の
君
が
、
や

っ
と
重
い
腰
を
上
げ
た

の
は
、
東
院

の
完
成
を
背
景

と
す
る
源
氏
の
強

い
勧
め
と
、
姫
君

の
成
長

の
た
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め

で
あ

っ
た
が
、
や
は
り
東
院
入
り
す
る
決
心
は

つ
か
ず

に
、
大
堰

の
邸
と
い

う
修

正
案

で
応
じ
た
の
で
あ

っ
た
。
最
早

、
明
石

の
君
は
、
源
氏

の
勧

め
に
従

っ
て
、
簡
単

に
そ

の
生
活
圏

に
入

っ
て
同
化
出
来
る
様

な
単
純
な
存
在

で
は
な

く
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
作
者
は
、
東
院
を
明
石

の
君
に
拒
絶
さ
れ
る
邸
と
し

て
、
新

た
に
活
用
し
て
い
る
様

で
あ
る
。
東
院
は
、
紫

の
上

に
代
表
さ
れ
る
二

条
院
勢
力

の
象
徴
と
し
て
、
明
石

の
君
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
明
石

の
君
に

東
院
入
り
を
拒
ま
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
大
堰

の
地

に
釘
付

け
に
し
、

一
挙
に
母

子
別
離

の
物

語
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
間

の
具
体
的
な
描
写

に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

や
が
て
、
姫
君
は

二
条
院

の
紫

の
上

の
も
と

へ
引
取
ら
れ
て
行
き
、
明
石
の

君

は
尼
君
と
共

に
大
堰
邸
に
残

る
。
翌
年

正
月

、
大
堰
を
訪
れ
た
源
氏
は
、
も

う
明
石

の
君

へ
東
院

へ
の
移
転
を
勧
め
な

い
。
女
君
自
身
も
、

⑨
近
き
ほ
ど
に
ま
じ
ら
ひ
て
は
、
な
か
な
か
い
と
ど
目
馴
れ
て
人
悔
ら
れ
な

る

こ
と
ど
も

ぞ
あ
ら
ま
し
。
た
ま
さ
か

に
て
、
か

や
う

に
ふ
り
は

へ
た
ま

へ
る
こ
そ
、
た
け
き
心
地
す

れ

(ー
四
三
一
)

と
思

っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
秋

の
薄
雲
巻
末

の
場
面
で
は
、
源
氏
自
身
が
、

東
院

に
移
ろ
う
と
し
な
い
明
石

の
君
の
心
を
認
め
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様

に
、
松

風

・
薄
雲
巻

に
お
け
る
明
石

の
君

の
東
院

に
対
す
る
態
度
は

一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
展
開
は
極
め
て
自
然
な
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
作
者

に

は
、
松
風
巻
冒
頭
の
段
階

で
既

に
、
明
石

の
君
を
東
院

に
移
す
意
志
は
全
く
な

へ注
η
)

か

っ
た
の
で
あ
る
。

東
院

は
、
当
初
は
、
妻
妾
共
存

の
邸
た
る
こ
と
を
目
的

と
し

て
造
営
が
始
め

ら
れ
た
の
だ
が

、
完
成

の
時
点

で
は
そ
の
機
能
は
著
し
く
低
下
し

て
お
り
、
寧

ろ
形
骸
化

し
た
存
在

で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
明
石
の
君

に
対
し
て
は
、
女

君
を
大

堰

の
里
に
停
め
る
役
目
を
果
し
て

い
る
。
逆

に
妻
妾
集
団
化
を
拒
絶
さ

れ

る
役
割

を
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
完
成

し
た
東
院
は
、
濡
標
巻

の
第

一
次

構
想
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
源
氏

の
栄
華

の
物
語

に
お

い
て
、
妻
妾
共
存

の
邸

の
必
要
性
は
、

増
大
す
る
こ
と
は
あ
れ
、
減
少
す
る

こ
と
は
な

い
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
具
体
化

さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
問
題
は
別
に
し
て
、
松
風
巻
冒

頭
で
東
院

の
完
成

し

た
段
階

で
、
作
者

は
既

に
、
主
要
な
女
君
た
ち
を

一
堂
に
会

さ
せ
る

べ
く
新

た

な
邸
宅
を
計
画
し

て
い
た
、
或

い
は
模
索
し
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
或

る
意
味

に
お

い
て
、
東
院
第

一
次
構
想

へ
の
回
帰

な
の
で
あ
る
。

さ

て
私
は
、
東
院
構
想

の
変
化
は
、
明
石
の
姫
君
譲
渡

の
プ

ロ
ッ
ト
と
密
接

な
結
び

つ
き
が
あ

る
と
前
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的

に
ど

の
様

に

描
か
れ
て
い
る
の
か
を
簡
単

に
見

て
お

こ
う
。

東
院

の
完
成

の
延
期
と

い
う
不
自
然
さ
は
、
逆

に
、
明
石
の
君
母
子

の
別
離

の
物
語

に
関
す

る
創
作

手

法

の
進

展

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
側

面
を
持

っ
て
い

た
。
上
京
ー

別
離

の
時
間
的
接
近
は
、
物

語
の
緊
張
性
を
著
し
く
高
め
る
。

創
作
手
法

の
進
展
は
、
更
に
、
舞
台
を
大
堰

の
里
に
求
め
た

こ
と
に
も
示
さ
れ

る
。
身
分
的
落
差
故

に
姫
君
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
明
石

の
君
の

荒
涼
た
る
心
情
の
背
景
と
し
て
、
作
者
は
、
厳
冬

の
大
堰
川

の
ほ
と
り

の
山
荘

と
、
時
空
を
設
定

し
た

の
で
あ

っ
た
。

「
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
」

「
い
と
ど

心
細
さ
ま
さ
」

る
、
大
堰

の
里
を
物
語

の
舞
台
に
求
め
た

の
で
あ
る
。

⑩
雪
緩
が
ち
に
、
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
あ
や
し
く
さ
ま
ざ
ま
に
も

の
思

ふ
べ

か
り
け
る
身
か
な

、
と
う
ち
嘆
き

て
、
常

よ
り
も

こ
の
君
を
撫

で

つ
く
ろ

ひ

つ
つ
見
ゐ
た
り
。
雪
か
き
く
ら
し
降
り

つ
も

る
朝
、
来
し
方
行
く
末

の

こ
と
残
ら
ず
思
ひ
続
け

て
、
例

は
こ
と

に
端
近
な
る
出

で
ゐ
な
ど
も
せ
ぬ

を
、
汀

の
氷
な
ど
見

や
り
て
…
…

(置
四
二
二
)
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作
中

人
物

の
心
理

の
投
影
と
し
て
の
自
然

を
描
く
と

い
う
こ
と
は
、
源
氏
物

語

の
開
拓

し
た
方
法

で
あ

っ
た
。

「
雪
骸
が
ち
」
と

い
う

の
は
、
明
石

の
君

の
心

理
描
写
で
も
あ
る
。
姫
君

と
の
別
離

の
近

い
こ
と
を
思

い
、
汀

の
氷

に
ぼ
ん
や

り
と
目
を
や

っ
て
、
尽
き
る
こ
と

の
な

い
物

思
い
を
繰
返
し
て
い
る
明
石

の
君

の
心
に
も

「
雪
か
き
く
ら
し
降
」

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
源
氏
物
語

の
心
象
風

景
と
し
て
は
、
賢
木
巻
冒

頭
近
く

の
、
野

宮

に

お

け

る
六
条
御
息
所

の
そ
れ

が
、
屈
指
の
も

の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
薄
雲
巻

に
お
け
る
明
石

の
君

の
荒

涼
た
る
心
象
風
景
も
、
そ
れ
に
比
肩
し
得
る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
母
子
別
離

の

物
語
が
、
哀

し
く
も
美
し
い
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
藤
岡
作
太
郎

に
よ

っ

へ注
18
)

て
述
べ
ら
れ

て
い
た
が
、
近
年
、
今
井
源
衛
先
生

に
よ

っ
て
、
そ
の
卓
越
性
が

的
確
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
そ
う
し
た
頃

の
厳
冬
、
雪

ふ
り
し
き
る
日

の
明
石
上

の
姿
な
の
だ
が
、
別
れ
を
前

に
し

て
、
姫
の
髪
を
と
か
し
て
や

っ
て
い
る
母
親

の
情

の
切
な
さ
が
強
く
訴
え

て
く
る
。
…
…

「
か
き
く
ら

し
ふ
る
雪
」
は
そ
う
し
た
苦
悩

に
冷

え
凍

っ
た
ま
ま
、
暗
澹
と
し

て
乱
れ

(注
19
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る
彼
女

の
心

の
象
徴

で
あ

る
。

こ
の
描
写

は
、
東
院
第

一
次
構
想
下

で
の
、
恐
ら
く
は
東
院
を
背
景
と
し
た
で

あ
ろ
う
母
子
別
離

の
物

語
に
は
、
望
む

べ
く
も
な

い
。
東
院
構
想

の
転
換
と

い

う
犠

牲
の
上

に
立

っ
て
、
初
め

て
可
能
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物

語
の
長
篇
構
造

の
中

で
、
明
石

の
君
母
子

の
別
離

の
物

語
が
多
少
と
も
手
直
し
さ
れ
た
こ
と
は
、
東
院

の
完
成
が
延
期
さ
れ
た

こ
と
以

多

に
も
、
小
さ
な
構
想
上

の
ひ
ず

み
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
桂

の
院

の
存
在

も
そ
の

一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。

五

以
上

の
様
な
過
程
を
経
て
、
姫
君
譲
渡

の
物
語
は
成

立
し
た
の
で
あ
る
が
、

重
要
な
事

は
、
姫
君
と

の
離
別
直
後
、
源
氏
の
訪
問
を
受
け
た
時

に

「
た
ま
さ

か

に
て
、
か
や
う

に
ふ
り
は

へ
た
ま

へ
る
こ
そ
、
た
け
き
心
地
す
れ
」
と

い
う

意
識
を
明
石
の
君
が
持

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
姫
君
と
の
別
離
と

い
う
試

錬

を
越
え
て
、
明
石

の
君
が
得
る
こ
と
が
出
来

た
の
は
、
源
氏
と
の

一
対

一
の
関

係
、

つ
ま
り
個

の
関
係
を
維
持
出
来
る
空
間

で
あ

っ
た
。
勿
論

、
こ
の
心
語
の

背
景

に
は
、

「
我
が
身

の
ほ
ど
」
と

い
う
意
識

の
あ
る

こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
個
と
し
て

の
存
在
を
主
張
す
る
迄

に
到

っ
た
明
石

の
君
が
、
六
条

院
世
界
と
い
う
形

で
、
再

度
、
妻
妾
集
団
化
構
想

に
合
流

さ
せ
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
ど
の
様
な
展
開

の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

少

女
巻

で
明
石

の
君
は
六
条
院

に
移
る
の
で
あ
る
が
、
松
風

・
薄
雲
巻
で
、

あ
れ
ほ
ど
克
明

に
、
繰
返
し
明
石

の
君
の
心
情
を
描
き
、
東
院
入
り
を
拒
ま
ざ

る
を
得
な

い
心
現
を
私
達

に
示
し
て
く
れ
た
作
者
は
、
今
回
は
、

口
を
閉
ざ
し

て
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
明
石

の
君
が
、
東
院

の
完
成
を
延
引
す
る
過
程
で
、

安
易
に
妻
妾
集
団
化
構
想

に
組
込
ま
れ
る
様
な
人
間

で
な
く
な

っ
て
き
て
い
る

の
は
、
誰
よ
り
も
作
者
が
よ
く
知

っ
て
い
た
筈

で
あ
る
。
た
め

に
、
今
度

は
、

明
石
の
君

の
心
を
描
く

こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
姫
君
を
手
放
し
て
も
、
源

氏

の
訪
れ
が
稀
れ
で
あ

っ
て
も
、
大

堰
の
里
を
離
れ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
明
石

の
君
で
あ

っ
た
。
薄
雲
巻
末

で
源
氏
自
身

に
、
東
院

に
移

る
意
志
の
な
い
こ
と

を
認
め
ら
れ
て
か
ら
、
少
女
巻
で

六

条

院

に
入
る
ま
で
、
明
石
の
君

の
側

に

は
、
心
境

の
変
化
の
契
機
と
な
る
も

の
は
何
も
な
い
。
東
院
東

の
対

か
ら
、
六

条
院

の
独
立
し
た
冬

の
町

へ
、
と
い
う
格

の
向
上
も

決

定

的

な
も

の
で
は
な

い
。
明
石

の
君
の
六
条
院
入
り
を
要
請
す
る
も

の
は
、
物
語

の
構
想

で
あ
る
。
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な
ぜ
明
石

の
御
方

は
六
条

の
院

に
今
度

は
は
い

っ
た

の
か
。
し
か
り
六
条

へ注
20
)

の
院

に
全
員
を
集
め
る
こ
と

に
作
者

が
決
定
し
た
か
ら
で
あ

る
。

玉
上
琢

彌
氏

の
さ
り
げ

な
い
指
摘
が
言
い
知
れ
ぬ
重
み
を
持

っ
て
く
る
。

東
院
入
り
を
拒
ん
だ

の
は
、
謂
わ
ば

、
付
与
さ
れ
た
性
格

に
基
く
明
石
の
君

の
自
立
的
行
動

で
も
あ

っ
た
。
物

語
の
長
篇
構
想

の

一
つ
と
し
て
、
源
氏

の
三

十
歳
頃
か
ら
始
ま
る
東
院
物

語
と
で
も
言
う
も
の
が
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
第

一
次
構
想

の
段
階
迄
で
あ
り
、
遅
れ
て
完
成
し
た
東
院
は
、
著
し

く
小
さ

い
存
在

と
な

っ
て
い
た
。
東
院
物
語
が
消
減

し
た
た
め
に
、
物

語
に
は

ぽ

っ
か
り
と
時
間
的
空
間
的

な
穴
が
あ

い
た

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
約

束
さ
れ
た

長
篇
構
想
か
ら
自
由
な
時
空
が
、
明
石

の
君
が
自
立
的

に
歩
む
と
い
う
こ
と
を

可
能

に
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
半
永
久
的

に
約
束
さ
れ
た
も

の
で

は
な
か

っ
た
。
や
が
て
東
院
物
語
の
延
長
線
上
に
、
よ
り
確
固
た
る
も

の
と
し

て
、
⊥ハ
条
院
物

語
が
浮
び
上

っ
て
く
る
。
明
石
の
君
は
、
源
氏

の
栄
華

の
物
語

と
い
う

長
篇
構
想

に

奉
仕
す
る
た
め
、

六
条
院
世
界

に
吸
収
さ
れ
る
。

そ
し

て
、
か

つ
て
の
自
立
性
を
再
び
保
持
し
な

い
よ
う

「
身

の
ほ
ど
」
の
思
想

に
固

定

さ
れ
た
形
代
と
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

源
氏

の
栄
華

の
物
語

の
構

想

の

切

れ
目
に
、
僅
か

に
展
開
し
た
女

の
物
語

が

、
再
び
源
氏
の
物
語

に
組
込
ま
れ

て
行
く
。
そ
し

て
、
絢
燗
た
る
六
条
院

の

世
界
が
幕
を
上
げ

る
。
し
か
し
、
僅
か

の
期
間
と

は
い
え
、
個

を
志
向
す
る
女

君
が
存
在

し
得
た
と

い
う
こ
と
は
、
個
を
否
定
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し
て

い
る
六
条
院
世
界

の
行
先
を
暗
示
し
て
い
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(
1
)

(
2
)

注

「源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
」
所
収

大
朝
雄
二
氏

「六
条
院
物
語
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て
」

(
「源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
」
所

収
)

森

一郎
氏

「二
条
東
院
造
営
」

(
「源
民
物
語
の
方
法
」
所
収
)

伊
井
春
樹
氏

「五
節
と
花
散
里
の
登
場
の
意
義
」

(
「文
学

・
隔
学
」
第
五
二
号
)

深
沢
三
千
男
氏

「王
者
の
み
や
び
」

(
「源
氏
物
語
の
形
成
」
所
収
)

「源
氏
物
語
の
方
法
-

二
条

の
東
院
と
六
条
院
1

」

(
「国
語
と
国
文
学
」
昭
M

・
6
)

東
院
と
六
条
院
は
、

「
二
、
三
段
構
え
に
よ
る
漸
層
法
的
展
開
の
叙
法
」
で
あ
り
、
試

楽
や
絵
合
に
も
見
ら
れ
る
作
者
の
創
作
手
法
の

一
つ
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
氏
の
結
論
に

は
従
え
な
い
に
し
て
も
、
松
風
巻
冒
頭
の
記
述
は
、
作
者
の
計
画
で
な
く
源
氏
の
そ
れ

で
あ
り
、
松
風

・
薄
雲
巻
に
お
い
て
、
明
石
の
君
は
東
院
入
り
を
拒
む
と
い
う
姿
勢
で

統

一さ
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
に
は
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

伊
藤
博
氏

「
「濡
標
」
以
後
」

(
「日
本
文
学
」
昭
40
・
6
)

「新
体
制
が

一
応
整

っ
た
と
こ
ろ
で
」

(小
学
館
版
日
本
古
典
文
学
全
集
)
と
す
る
説

も
あ
る
が

「源
氏
物
語
評
釈
」

(玉
上
琢
弥
氏
)
に
従
う
。

「源
語
成
立
致
」

「昔
物
語
の
構
成
」

(と
も
に

「源
氏
物
語
研
究
」
所
収
)
な
ど
。

勿
論
、
愛
情
の
絆
と
い
う
も
の
の
不
安
定
性
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
の
は
若
菜

巻
以
降
で
あ
り
、
第

う
部
の
世
界
に
お
い
て
は
、
新
鮮
な
緊
張
関
係
を
維
持
し
て
い
く

紫
の
上
の

「あ
ら
ま
ほ
し
き
姿
」
を
描
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

「日
本
紀
略
」
に
よ
れ
ば
、
冷
泉
・
円
融

・
花
山

・
一条
と
代
々
の
帝
は
三
歳
で
袴
着

を
行
っ
て
お
り
、
彰
子
も
三
歳
の
時
袴
着
を
し
た
こ
と
が

「小
右
記
」

(正
暦
元
年
十

二
月
廿
五
日
V
に
記
さ
れ
て
い
る
。
又
、
源
氏
自
身
も
三
歳
で
袴
着
を
し
た
こ
と
が
、

桐
壺
巻
の
記
述
に
見
え
る
。

「二
条
東
院
と
明
石
君
」

(
「人
文
学
報
」
第
八
十
号
)

森
藤
氏
は

「栄
花
物
語
」
か
ら
、
東
三
条
院
南
院

(
一年
七
か
月
)
内
裏

(
一年

一
か

月
)
京
極
殿

二

年
十
か
月
)
の
例
を
引
か
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
内
裏

(長
和
三
年

焼
亡
)
は
、
同
物
語
で
予
定
さ
れ
て
い
た
時
よ
り
も
、
か
な
り
遅
れ
て
着
工

・
完
成
す

る
の
だ
が

「日
本
紀
略
」

「御
堂
関
白
記
」
等
で
、
他

に
内
裏

再
建
の
記
事
を
探
す

と
、
長
保
元
年
焼
亡
、
長
保
三
年
焼
亡
、
寛
弘
二
年
焼
亡
、
寛
弘
六
年
焼
亡
(
一
条
院
)

の
際
、
い
ず
れ
も

一
年
ほ
ど
で
再
建
さ
れ
て
お
り
、
結
論
に
影
響
は
な
い
。
東
院
の
二

年
半
と
い
う
期
間
も
、
造
営
関
係
の
記
事
が
適
度
に
分
散
し
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
氏
の
言
わ
れ
る
様
に

「完
成
間
近
に
し
て
捨
て
お
か
れ
た
」
よ
う
な
書
き

方
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
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物
語
の
筋
立
て
の
上
か
ら
完
成
が
急
が
れ
た
で
あ
ろ
う
六
条
院

(着
工
か
ら
完
成
迄
約

一年
で
あ
る
が
、
そ
の
間
は
、
小
学

館
本

で
約
二
頁
に
す
ぎ
な
い
)
は
、
別
と
し
て

も
、
東
院
に
や
や
遅
れ
て
造
営
さ
れ
る
嵯
峨
野
の
御
堂
は
、
着
工
が
、
源
氏
三
十

噌
歳

の
春

〔山
里
の
の
ど
か
な
る
を
占
め
て
、
御
堂
造
ら
せ
た
ま
ふ

・
絵
合
〕
で
、
同
年
秋

に
は
装
飾
の
段
階
に
入
っ
て
お
り

〔御
寺
に
わ
た
り
た
ま
う
て
…
…
堂
の
飾
、
仏
の
御

具
な
ど
め
ぐ
ら
し
仰
せ
ら
る

・
松
風
〕
、
翌
年
正
月

〔近
き
御
寺
、
.
桂
殿
な
ど
に
お

は
し
ま
し
紛
ら
は
し
つ
つ
…
…

・
薄
雲
〕
に
は
、
完

成

し

て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
か

ら
、
物
語
の
流
れ
の
中
に
適
切
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
東
院
の
場
合
は
、
こ
れ
に
比
べ

る
と
偏
在
の
感
は
否
め
な
い
。

後
述
す
る
如
く
、
蓬
生
巻
に
東
院
関
係
の
記
事
が
あ
る
が
、
蓬
生
は
漏
標
の
並
び
の
巻

で
あ
り
、
年
立
上
は
、
濡
標
巻
五
月
の
記
事
よ
り
も
潮

っ
た
時
点
の
も
の
と
な
る
。

注
③
論
文

猶
、
森
藤
氏
は
、
明
石
の
君
の
心
情
に
即
す
る
た
め
作
者
は
や
む
を
得
ず
東
院
の
完
成

を
延
期
し
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
の
様
に
作
者
が
引
き
ず
ら
れ
た
形

で
は
な
く
、
作
者
に
よ

っ
て
明
白
な
目
的
を
持

っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
後

述
の
蓬
生
巻
の
記
述
か
ら
考
え
る
。

「源
氏
物
語
の
研
究
」
第
四
章
第
二
節

「源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
」
所
収

匂
宮
三
帖
別
筆
説
に
従
え
ば
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
三
帖
の
う
ち
他
筆

説
が
最
も
強
か

っ
た
竹
河
巻
が
、
今
井
源
衛
先
生
に
よ
っ
て
大
き
な
疑
問
が
投
げ
か
け

ら
れ
て
お
り
〈
「竹
河
巻
は
紫
式
部
原
作
で
あ
ろ
う

(上
)
」

(
「文
学
研
究
」
第
七
十

二
輯
。)
「同

(下
)
」
(
「語
文
研
究
」
第
三
十
九
号
。)〉
少
く
と
も
匂
宮
巻
に
お
い
て

は
、
同
筆
説
を
取
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

若
菜
上
巻
に
、
朧
月
夜
を
訪
れ
る
た
め
、
源
氏
が
紫
の
上
に
向
か
っ
て
、

「東
の
院
に

も
の
す
る
常
陸
の
君
の
、
日
ご
ろ
わ
づ
ら
ひ
て
久
し
く
な
り
に
け
る
を
、
も
の
さ
わ
が

し
き
紛
れ
に
と
ぷ
ら
は
ね
ば
、
い
と
ほ
し
く
な
ん
」

(Ⅳ
七
二
)
と
、
外
出
の
口
実
を

言
う
場
面
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
池
田
義
孝
氏
の
説
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
明
石
の
上
の
腹
な
る
少
女
を
紫
の
上
請
ひ
て
子
と
し
て
養
ひ
、
生
母
は
わ
が
子
の
行

末
を
思
ひ
て
、
離
れ
が
た
き
愛
情
を
割
く
、
こ
の
間
の
消
息
写
し
得
て
あ
は
れ
な
り
」

(
「国
文
学
全
史

(平
安
朝
篇
)
」
第
三
期
第
八
章
)

創
元
社
版
日
本
文
学
新
書

「源
氏
物
語

(上
)
」

一
五

一
頁

「源
氏
物
語
評
釈
」
第
四
巻
、
四
七
二
頁

受
贈
雑
誌

(
昭
和
五
十

一
年
六
月
～
昭
和
五
十
二
年
四
月
)

①

愛
文

(愛
媛
大
学

)
12
/
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要

24
/
碑

29
/
愛
媛
国
文
研
究

26
/
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集

9
/
演
劇
博
物
館
収
蔵
品
図
書
目
録

18
/
大

阪

府
立
大
学
紀
要

23
%
/
大

谷
女
子
大
国
文

6
/

王
朝
文
学

19
/
岡
大
国
文
論
稿

4
/
沖
縄
国
際
大
学

文
学
部
紀
要

4
巻

2
号

5
巻

-
号
/

お
茶

の
水
女
子
大
学

音
楽
研
究

2
/
音
声
学
会
会
報
㎜
鵬
/
香
川
大
学
国
文
研
究

1
/
学

苑
姐
/
学

園
論
集
29
/
学
術
研
究

(早
大
教
育
)
25
/
香
椎
潟
22
/
金
沢
大
学
教
育
学
部

紀
要

ゐ
/
金
沢
大
学
教
養
部
論
集

13
/
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集

23
/
金
沢
文

庫
研
究

%
巻

4
5
6
7

・
23
巻

1
/
関
西
大
学
文
学
論
集

26
巻

-
/
京
都
教
育

大
学
国
文
学
会
誌

13
/
近
世
文
芸
稿

21
/
近
世
文
芸

ノ
ー
ト

(牛
王
の
会
)

2

/
肇
国

謝
/
月
刊
文
献

ジ
ャ
ー
ナ

ル
ー5
巻

6
7
8
9
10
11
12

・
16
巻

1
2
/
研

究
紀
要

(大
阪
大
学
医
短
)
9
/
大

阪
城
南
女
子
短
大
研
究
紀
要

11
/
研
究
紀
要

(
京
都
家
政
短
期
大
学

)
15
/
北
大
古
代
文
学
会
研
究
論
集

3
/
皇
学
館
論
叢

9
巻

3
4
5
6
/
語
学
文
学

(北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
会
)

14
/
国
学
院

雑
誌

77
巻

6
7
8
9
10
11
12

・
78
巻

-
/
国
学
院
大
学

日
本
文
化
研
究
所
報

12

巻

3
4

・
13
巻

1
2
3
4
6
/
国
語
学
研
究

(東
北
大
学
)

51
/
国
語
学
研
究

と
資
料

(早
稲
田
大
学

)
-
/
国
語
国
文

(京
都
大
学

)
45
巻

5
6
7
8
9
10

11
12
/
国
語
国
文
学
報

(愛
知
教
育
大
学
)

30
/
国
語
国
文
学
研
究

(熊
本
大

学
法
文

)
11
/
国
語
国
文
論
集

(学

習
院
女
子
短
大

)
6
/
国
語
と
国
文
学

(

東
京
大
学

)
53
巻

7
8
9
10
11
12

・
肘
巻

1
2
3
/
国
文

(お
茶

の
水
女
子
大

学
)

45
46
/
国
文
学
研
究

(早
稲
田
大
学
)

60
61
/
国
文
学
研
究

ノ
ー
ト

(神

戸
大
学
研
究

ノ
ー
ト
の
会
)

7
/
国
文
学
資
料
館
報

7
/
国
文
学
放

(広
島
大

学

)

70
71
72
73
/
国
文
学
論
集

(山
梨
大
学
)

14
/
国
文
学
論
集

(上
智
大
学

)

9
10
/
国
立
国
語
研
究
所
年
報

27
/
国
立
国
語
研
究
所
報
告

56
/
古
典
と
民

俗

(関
西
学
院
大
本
位
田
研

)
3
/
語
文

(
日
本
大
学

)
41
/
語
文
研
究

42
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