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︱
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
機
能

︱

岩

坪

健

は
じ
め
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
伝
本
は
中
世
以
来
︑
青
表
紙
本
と
河
内
本
に
大
別
さ
れ
︑

そ
れ
ら
以
外
を
別
本
と
総
称
し
て
い
る
︒
別
本
の
中
に
は
独
自
の
本
文
を
含
む

写
本
が
あ
り
︑
本
稿
で
は
陽
明
文
庫
本
の
桐
壺
の
巻
を
取
り
あ
げ
る
︒
そ
の
巻

は
伝
後
深
草
院
筆
・
鎌
倉
中
期
写
で
︑
他
の
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
歌
こ
と
ば

﹁
真
木
柱
﹂
が
あ
り①
︑
そ
の
解
釈
を
手
掛
か
り
と
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け

る
歌
語
の
機
能
を
解
明
す
る
︒
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
お
よ
び
以
後
の
用
例

も
調
べ
て
︑
そ
の
語
句
の
時
代
に
よ
る
変
遷
も
探
究
し
た
い
︒

一

桐
壺
の
巻
の
例

問
題
の
箇
所
は
︑
亡
き
桐
壺
の
更
衣
を
帝
が
偲
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
︒
ま

ず
︑
伝
明
融
筆
臨
模
本
を
底
本
に
し
た
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶

の
本
文
を
掲
げ
る②
︒

こ
の
ご
ろ
︑
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
︑
亭
子
院
の
描
か
せ
た

ま
ひ
て
︑
伊
勢
︑
貫
之
に
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
︑
大
和
言
の
葉
を
も
︑
唐
土

の
詩
を
も
︑
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
枕
言
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
︒︵
傍
線
︑
筆
者
︶

︵
桐
壺
の
巻
︑
三
三
頁
︶

こ
の
一
節
は
他
の
伝
本
に
よ
り
校
訂
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
大

成

校
異
篇
﹄︵
一
六
頁
�
～
�
行
め
︶
の
底
本
︵
伝
二
条
為
明
筆
の
池
田
本
︶

と
も
一
致
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
傍
線
を
付
け
た
部
分
﹁
ま
く
ら
ご
と
に
﹂
に

注
目
し
て
︑﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄
の
校
異
に
採
ら
れ
た
諸
本
を
見
る

と
︑
青
表
紙
本
と
河
内
本
に
は
異
同
は
な
い
が
︑
別
本
の
う
ち
陽
明
文
庫
本
が

﹁
ま
き
は
し
ら
に
﹂
︑
国
冬
本
が
﹁
ま
く
ら
と
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語

別
本
集
成
﹄︵
正
・
続
︶
を
見
て
も
異
文
が
あ
る
の
は
︑
こ
の
二
本
の
み
で
あ

る
︒﹁
枕
言
﹂
の
意
味
は
口
癖
の
言
葉
︑
日
常
の
話
題
で
あ
り
︑
そ
れ
で
問
題

歌
語
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木
柱
﹂
の
変
遷
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の
一
節
を
解
釈
す
る
と
︑
帝
は
﹁
長
恨
歌
﹂
の
よ
う
な
題
材
を
明
け
暮
れ
の
話

題
に
さ
れ
て
い
る
︑
と
な
る
︒
国
冬
本
の
﹁
ま
く
ら
と
﹂
が
﹁
ま
く
ら
こ
と
は

に
﹂
の
脱
落
で
な
け
れ
ば
︑﹁
ま
く
ら
﹂
に
は
枕
言
の
よ
う
に
常
に
身
近
に
置

い
て
離
さ
な
い
も
の
︑
あ
る
い
は
歌
枕
の
よ
う
に
物
事
の
拠
り
所
︑
典
拠
と
い

う
意
味
が
あ
る
の
で
︑﹁
長
恨
歌
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
︑
い
つ
も
取
り
あ
げ
る
︑

話
題
の
典
拠
に
す
る
︑
と
ひ
と
ま
ず
通
釈
で
き
る
︒

問
題
は
︑
陽
明
文
庫
本
の
﹁
ま
き
は
し
ら
﹂︵
真
木
柱
︶
で
あ
る
︒
そ
の
言

葉
を
辞
書
で
調
べ
て
も
︑﹁
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
真
木
柱
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
﹂
を

解
釈
で
き
る
語
意
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
最
古
の
例
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
四
例

あ
る
︒
そ
れ
を
用
い
て
整
理
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

Ａ
︑
真
木
︵
杉
や
檜
な
ど
良
質
の
木
材
に
な
る
木
︶
で
作
ら
れ
た
立
派
な

木
︒

例
﹁︵
上
略
︶
長
柄

な

が

ら

の
宮
に

真ま

木き

柱
ば
し
ら

太ふ
と

高た
か

敷し

き
て

食を

す
国
を

治を
さ

め
た
ま
へ
ば
︵
下
略
︶﹂
巻
六
・
九
二
八

﹁
真ま

木き

柱
ば
し
ら

作
る
杣そ
ま

人び
と

い
さ
さ
め
に

仮か
り

廬ほ

の
た
め
と

作
り

け
め
や
も
﹂
巻
七
・
一
三
五
五

﹁
真ま

木け

柱
ば
し
ら

ほ
め
て
造
れ
る

殿と
の

の
ご
と

い
ま
せ
母は
は

刀と

自じ

面お
め

変が

は
り
せ
ず
﹂
巻
二
十
・
四
三
四
二

Ｂ
︑
枕
詞
︒
真
木
柱
は
太
い
柱
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
太
し
﹂
に
か
か

る
︒

例
﹁
真ま

木き

柱
ば
し
ら

太ふ
と

き
心
は

あ
り
し
か
ど

こ
の
我あ

が
心

鎮し
づ

め
か

ね
つ
も
﹂
同
・
巻
二
・
一
九
〇

﹃
万
葉
集
﹄
巻
二
十
の
﹁
ま
け
ば
し
ら
﹂︵
麻
気
婆
之
良
︶
は
防
人
歌
で
︑
そ
れ

は
﹁
ま
き
ば
し
ら
﹂
の
東
国
方
言
で
あ
る
︒

ほ
か
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
用
例
を
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
C
D
-
R
O
M

版

v
e
r
.
2︵
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
六
月
︶
で
検
索
し
て
も
︑
次
の
一
首
し
か

見
当
た
ら
な
い
︒

ま
き
ば
し
ら
つ
く
る
そ
ま
人
い
さ
く
め
の
か
り
ほ
の
た
め
と
お
も
ひ
け
ん

や
は
︵﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
二
・
そ
ま
・
一
〇
一
七
)

こ
の
歌
は
本
文
は
少
し
違
う
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
巻
七
の
歌
︵
前
掲
︶
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
次
に
古
い
例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
真
木
の
柱
﹂
で
︑
そ
の
あ

と
は
﹃
狭
衣
物
語
﹄
ま
で
見
出
せ
な
い
︒

散
文
の
用
例
は
和
歌
よ
り
も
少
な
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
最
古
に
な
り
︑
次
い

で
﹃
狭
衣
物
語
﹄
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
お
よ
び
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
長
元
十
年

︵
一
〇
三
七
︶
の
記
事
と
続
く
︒
結
局
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
例
は
﹃
万
葉

集
﹄
と
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
し
か
な
く
︑
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た
意
味
で
は
桐
壺

の
巻
の
一
節
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

二

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例

﹁
真
木
柱
﹂
の
例
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
四
首
あ
る
と
は
い
え
︑
平
安
時
代
に
な

歌
語
﹁
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る
と
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
﹃
万
葉
集
﹄
は
解
読
し
に
く
く
な
り
︑﹃
古
今
和

歌
六
帖
﹄
に
再
録
さ
れ
た
一
首
以
外
は
︑
王
朝
人
に
は
馴
染
み
が
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
︒
そ
の
一
首
は
﹁
そ
ま
人
﹂
ま
た
は
﹁
い
さ
さ
め③
﹂
の
例
歌
と
し
て
︑

中
世
の
歌
学
書
︵
﹃
綺
語
抄
﹄﹃
和
歌
童
蒙
抄
﹄﹃
和
歌
色
葉
﹄﹃
顕
注
密
勘
抄
﹄

な
ど
︶
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
前
掲
の
桐
壺
の
巻
の
ほ
か
︑﹁
真
木
柱
﹂

が
八
例
︑﹁
真
木
の
柱
﹂
が
二
例
も
あ
り
︑
そ
の
十
例
は
ど
の
伝
本
に
も
見
ら

れ
る
︒
ま
ず
﹁
真
木
の
柱
﹂
の
二
例
は
同
じ
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は

姫
君
が
母
君
に
連
れ
ら
れ
て
家
を
出
る
際
︑
お
気
に
入
り
の
柱
を
詠
ん
だ
和
歌

を
紙
に
書
き
と
め
︑
そ
れ
を
柱
の
割
れ
目
に
入
れ
た
箇
所
で
あ
る
︒
母
君
が
返

し
た
歌
に
も
︑
﹁
真
木
柱
﹂
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
︒

常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ

東
ひ
む
が
し

面
お
も
て

の
柱
を
人
に
譲
る
心
地
し
た
ま
ふ
も
あ
は

れ
に
て
︑
姫
君
︑
檜ひ

皮は
だ

色い
ろ

の
紙
の
重か
さ

ね
︑
た
だ
い
さ
さ
か
に
書
き
て
︑
柱

の
乾ひ

割わ

れ
た
る
は
さ
ま
に
︑

笄
か
う
が
い

の
先
し
て
押
し
入
れ
た
ま
ふ
︒

今
は
と
て
宿
離か

れ
ぬ
と
も
馴な

れ
き
つ
る
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘
る
な

え
も
書
き
や
ら
で
泣
き
た
ま
ふ
︒
母
君
︑﹁
い
で
や
﹂
と
て
︑

馴
れ
き
と
は
思
ひ
い
づ
と
も
何
に
よ
り
立
ち
と
ま
る
べ
き
真
木
の
柱

ぞ
︵
真
木
柱
の
巻
︑
三
七
三
頁
︶

姫
君
の
歌
を
父
︵
鬚
黒
大
将
︶
が
見
て
恋
し
が
っ
て
い
る
場
面
に
も
︑﹁
真
木

柱
﹂
は
使
わ
れ
て
い
る
︒

か
の
真
木
柱
を
見
た
ま
ふ
に
︑
手
も
幼
け
れ
ど
︑
心
ば
へ
の
あ
は
れ
に
恋

し
き
ま
ま
に
︵
真
木
柱
︑
三
七
八
頁
)

こ
の
姫
君
の
通
称
は
真
木
柱
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
後
世
の
呼
称
で
は
な
い
︒
ま

ず
︑
前
掲
の
場
面
よ
り
四
年
後
に
は
﹁
か
の
真
木
柱
の
姫
君
﹂︵
若
菜
下
︑
一

五
九
頁
︶
と
呼
ば
れ
︑
光
源
氏
亡
き
後
も
﹁
真
木
柱
離
れ
が
た
く
し
た
ま
ひ
し

君
﹂︵
紅
梅
︑
三
九
頁
︶︑﹁
真
木
柱
の
ひ
と
つ
腹④
﹂︵
竹
河
︑
六
三
頁
︶
︑﹁
真
木

柱
の
姫
君
﹂︵
竹
河
︑
八
九
頁
︶
と
続
く
︒
こ
の
姫
君
が
物
語
に
登
場
す
る
の

は
︑
真
木
柱
の
巻
か
ら
竹
河
の
巻
ま
で
で
あ
り
︑
つ
ね
に
真
木
柱
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
︒

よ
っ
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
真
木
柱
﹂
八
例
と
﹁
真
木
の
柱
﹂
二
例

の
う
ち
︑
七
例
は
こ
の
姫
君
に
関
わ
り
︑
そ
の
七
例
の
語
意
は
す
べ
て
辞
書
に

記
さ
れ
た
︑
立
派
な
柱
で
あ
る
の
で
︑
桐
壺
の
巻
の
用
法
と
は
無
関
係
で
あ
る
︒

そ
こ
で
残
り
の
三
例
︵
次
の
①
～
③
︶
を
検
証
す
る
︒

①

︵
源
氏
が
︶
出
で
入
り
た
ま
ひ
し
方
︑
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど

を
︵
紫
の
上
が
︶
見
た
ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
︵
須
磨
︑
一
九
〇

頁
︶

②

︵
薫
が
︶
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥
も
︑
な
ご
り
匂
へ
る
移

り
香
︑
言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
︒
︵
東
屋
︑

五
四
頁
︶

③

︵
匂
宮
は
薫
を
︶
う
ら
や
ま
し
く
も
心
に
く
く
も
思
さ
る
る
も
の
か
ら
︑
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真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
︒
こ
れ
︵
薫
︶
に
向
か
ひ
た
ら
む
︵
浮
舟
の
︶
さ

ま
も
思
し
や
る
に
︑
形
見
ぞ
か
し
と
う
ち
ま
も
り
た
ま
ふ
︒︵
蜻
蛉
︑
二

一
九
頁
︶

右
記
の
三
例
の
う
ち
①
と
②
は
柱
と
訳
せ
る
が
③
は
異
な
り
︑
新
編
全
集
の
頭

注
に
は
︑

浮
舟
が
向
き
あ
っ
て
い
た
相
手
と
し
て
の
薫
を
︑
真
木
柱
と
見
立
て
た
表

現
︒﹃
源
氏
釈
﹄
は
﹁
我
妹
子
が
来
て
も
寄
り
立
つ
真
木
柱
そ
も
む
つ
ま

し
や
ゆ
か
り
と
思
へ
ば
﹂︵
出
典
未
詳
︶
を
掲
げ
る
︒

と
あ
り
︑﹁
真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
﹂
の
一
節
を
﹁
こ
の
大
将
を
女
君
の
ゆ
か

り
の
真
木
柱
と
思
う
と
︑
し
み
じ
み
懐
か
し
い
お
気
持
ち
に
な
ら
れ
る
﹂
と
訳

し
て
い
る
︒

頭
注
に
引
か
れ
た
﹃
源
氏
釈
﹄
と
は
︑
十
二
世
紀
中
頃
に
活
躍
し
た
世
尊
寺

伊
行
が
編
纂
し
た
注
釈
書
で
︑
そ
れ
に
採
ら
れ
た
引
歌
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で

き
る
︒妻

︵
ま
た
は
恋
人
の
女
性
︶
が
来
て
は
寄
り
添
い
立
っ
て
い
た
柱
に
も
︑

心
引
か
れ
る
な
あ
︒
彼
女
の
ゆ
か
り
と
思
う
と
︒

柱
ま
で
が
愛
し
い
人
に
関
わ
る
も
の
と
思
う
と
慕
わ
れ
る
︑
と
詠
ん
で
い
る
︒

す
な
わ
ち
﹁
真
木
柱
﹂
は
﹁
ゆ
か
り
﹂
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
前
掲

の
例
文
③
に
当
て
は
め
る
と
︑
匂
宮
は
亡
き
浮
舟
と
関
わ
り
が
あ
る
人
と
し
て

薫
を
﹁
真
木
柱
﹂
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
釈
﹄
は
例
文
②
に
も
同
じ
引
歌
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
の
文
章
の
直
前

を
見
る
と
︑
浮
舟
の
母
が
薫
を
垣
間
見
て
感
動
し
︑
娘
の
相
手
に
薫
を
と
願
っ

て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
一
節
に
使
わ
れ
た
﹁
真
木
柱
﹂
は
︑
薫
を
娘
の
﹁
ゆ
か

り
﹂
に
と
望
む
親
心
を
表
す
と
解
せ
る
︒﹃
源
氏
釈
﹄
は
例
文
①
に
は
注
を
付

け
て
い
な
い
が
︑
十
三
世
紀
中
頃
に
成
立
し
た
﹃
異
本
紫
明
抄
﹄
に
は
西
円
の

説
と
し
て
︑
こ
の
引
歌
が
引
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
従
え
ば
︑
須
磨
へ
退
去
し

た
光
源
氏
の
﹁
ゆ
か
り
﹂
と
し
て
︑
紫
の
上
は
﹁
真
木
柱
﹂
を
見
た
こ
と
に
な

る
︒
①
も
②
も
慕
わ
し
い
人
の
﹁
ゆ
か
り
﹂
と
し
て
︑
そ
の
人
が
﹁
寄
り
ゐ
﹂

た
﹁
真
木
柱
﹂
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
︑
こ
の
古
歌
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

す
る
と
問
題
の
桐
壺
の
巻
の
例
も
︑
同
様
に
解
せ
る
︒
亡
き
桐
壺
更
衣
を
偲
ぶ

帝
は
﹁
長
恨
歌
﹂
の
よ
う
な
題
材
を
︑
更
衣
の
﹁
ゆ
か
り
﹂
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
︒
こ
の
例
と
例
文
③
の
﹁
真
木
柱
﹂
は
︑
通
行
の
辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

語
意
で
は
解
釈
で
き
な
い
︒

三

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
物
語

現
在
の
辞
典
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
﹁
ゆ
か
り
﹂
と
い
う
意
味
は
︑
鎌
倉
前

期
に
順
徳
院
が
編
纂
し
た
歌
学
書
﹃
八
雲
御
抄
﹄
巻
第
三
の
居
処
部
で
示
さ
れ

て
い
る
︒

柱

宮
︵
神
殿
又
諸
宮
︒︶
ま
ろ
︒
ま
き
︒
ま
き
柱
は
た
ゞ
﹇
の
﹈
柱
也
︒

又
物
の
ゆ
か
り
な
ど
を
も
︑
ま
き
ば
し
ら
と
﹇
は
﹈
い
ふ
也
︒︵
﹃
日
本

歌
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歌
学
大
系
﹄
別
巻
(
︑
三
〇
六
頁
︒﹇

﹈
内
の
本
文
は
他
本
に
よ
り

補
足
︶

そ
れ
で
は
﹁
物
の
ゆ
か
り
﹂
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
用
例
が
﹃
源
氏
物
語
﹄

以
外
に
も
あ
る
か
と
い
う
と
︑
管
見
で
は
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
︒
そ
れ
は
十

一
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
﹃
狭
衣
物
語
﹄
で
︑
主
人
公
の
狭
衣
が
常
盤
の
里
に

赴
き
︑
飛
鳥
井
の
女
君
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
場
面
で
あ
る
︒

︵
女
君
が
煙
と
な
っ
て
︶
立
ち
昇
り
け
ん
む
な
し
き
空
は
︑
恨
め
し
さ
も

悲
し
さ
も
さ
ま
ざ
ま
に
︑
な
か
な
か
な
る
心
地
す
べ
け
れ
ば
︑︵
女
君
が

入
水
し
た
︶
跡
の
白
波
を
だ
に
ゆ
か
し
が
り
た
ま
ひ
し
か
ば
︑
ま
い
て
真

木
柱
の
数
に
も
い
か
で
か
と
思
す
な
る
べ
し
︒︵
巻
三
︑
五
四
頁
)

文
中
の
﹁
真
木
柱
﹂
に
関
し
て
新
編
全
集
の
頭
注
に
は
︑

飛
鳥
井
の
女
君
の
居
所
の
表
象
︒﹁
真
木
柱
﹂
は
︑
檜
や
杉
な
ど
﹁
真
木
﹂

を
材
と
し
た
柱
で
︑﹁
常
盤
︵
木
︶﹂
の
縁
の
詞
︒﹁
数
﹂
を
﹁
よ
す
が
﹂

と
す
る
本
が
多
い
︒

と
指
摘
し
て
︑
﹃
源
氏
釈
﹄
の
引
歌
﹁
我
妹
子
が
来
て
も
寄
り
立
つ
真
木
柱
そ

も
む
つ
ま
し
や
ゆ
か
り
と
思
へ
ば
﹂
を
挙
げ
︑
そ
の
一
節
を
︑

ま
し
て
女
君
が
住
ん
で
お
ら
れ
た
家
も
ど
う
に
か
し
て
確
か
め
て
お
き
た

い
と
お
思
い
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
︒

と
訳
し
て
い
る
︒
確
か
に
こ
の
﹁
真
木
柱
﹂
は
︑
柱
と
訳
し
た
だ
け
で
は
文
意

は
通
じ
な
い
︒

﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
は
﹁
真
木
柱
﹂
の
用
例
が
あ
と
三
例
あ
り
︑
す
べ
て
同
じ

場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
狭
衣
が
飛
鳥
井
の
女
君
の
遺
詠
を
見
つ
け
た

箇
所
で
︑
そ
の
歌
は
柱
に
直
に
書
か
れ
て
い
た
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
歌
を
し

た
た
め
た
紙
を
柱
の
ひ
び
割
れ
に
差
し
入
れ
た
の
で
︑
そ
の
点
は
異
な
る
が⑤
︑

恋
い
慕
う
人
が
書
き
残
し
た
和
歌
を
﹁
真
木
柱
﹂
に
見
つ
け
る
︑
と
い
う
設
定

は
共
通
し
て
い
る
︒

︵
女
君
が
︶
常
に
ゐ
た
ま
ひ
け
る
所
の
柱
に
︑
物
の
書
か
れ
た
り
け
る
︒

︵
二
首
︑
省
略
︶

心
地
苦
し
う
思
さ
れ
け
る
折
の
手
ま
さ
ぐ
り
に
や
︑
臥
し
な
が
ら
書
き
け

り
と
見
え
て
︑
下
の
方
に
︑
は
か
ば
か
し
う
も
見
え
ぬ
さ
ま
に
て
︑

な
ほ
頼
む
常
盤
の
森
の
真
木
柱
忘
れ
な
果
て
そ
朽
ち
は
し
ぬ
と
も

︵
女
君
の
歌
)

と
あ
る
に
も
︑
夢
の
面
影
︵
狭
衣
の
夢
に
現
れ
た
女
君
の
亡
霊
︶
さ
へ
添

ひ
た
る
心
地
し
て
︑
さ
ら
に
え
ぞ
思
し
醒
ま
さ
ざ
り
け
る
︒

寄
り
居
け
ん
跡
も
悲
し
き
真
木
柱
涙
浮
き
木
に
な
り
ぞ
し
ぬ
べ
き

︵
狭
衣
の
歌
)

と
て
︑
と
み
に
え
立
ち
退
き
た
ま
は
ぬ
に
︑
殿
よ
り
人
々
参
ら
せ
た
ま
へ

り
︒︵
中
略
︶
今
日
さ
へ
暮
し
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
︑
出
で
た
ま
ふ
に

も
︑
真
木
柱
は
返
り
見
が
ち
に
思
さ
れ
け
り
︒︵
巻
三
︑
一
四
三
頁
)

狭
衣
が
﹁
真
木
柱
﹂
を
﹁
返
り
見
が
ち
に
思
さ
れ
﹂
た
の
は
︑﹁
飛
鳥
井
の
女

歌
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木
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君
の
詠
歌
が
三
首
書
き
付
け
ら
れ
︑
彼
女
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
柱
︒﹂︵
新

編
全
集
の
頭
注
︶
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
真
木
柱
﹂
が
選
ば
れ
た
の

は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
鬚
黒
大
将
の
姫
君
が
﹁
常
に
寄
り
ゐ
た
ま
ふ
東
面
の

柱
﹂︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
で
は
飛
鳥
井
の
女
君
が
﹁
常
に
ゐ
た
ま
ひ
け
る
所
の
柱
﹂

だ
か
ら
で
あ
る
︒

次
の
例
も
︑
前
年
に
亡
く
な
っ
た
藤
原
威
子
が
生
前
に
親
し
ん
で
い
た
柱
で

あ
り
︑
そ
れ
を
娘
の
章
子
内
親
王
が
見
て
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
︒

︵
章
子
内
親
王
の
東
宮
参
り
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
︶
ま
こ
と
に
慰
む
方
な

か
ら
ま
し
と
︑
う
は
べ
は
世
に
従
へ
ど
︑
藤
壺
︵
章
子
内
親
王
の
住
居
︶

に
て
は
︑
︵
威
子
が
︶
お
は
し
ま
い
し
御
有
様
よ
り
︑
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
し

真
木
柱
な
ど
を
見
る
は
︑
忍
び
が
た
く
あ
は
れ
な
る
心
の
中
な
り
︒︵﹃
栄

花
物
語
﹄
巻
三
十
四
︑
暮
ま
つ
ほ
し
︑
二
九
七
頁
)

こ
の
状
況
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
︑
紫
の
上
が
﹁︵
源
氏
の
︶
出
で
入
り
た
ま
ひ

し
方
︑
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真
木
柱
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
も
胸
の
み
ふ
た
が
り

て
﹂
と
光
源
氏
を
恋
い
慕
う
設
定
︵
前
節
の
例
①
︶
に
似
て
い
る
︒

﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
も
一
例
あ
り
︑
吉
野
で
母
尼
の
四
十
九
日
を
済
ま

せ
た
姫
君
を
迎
え
に
中
納
言
が
来
訪
し
て
︑
姫
君
が
吉
野
を
立
ち
去
る
個
所
で

あ
る
︒住

み
馴
れ
た
ま
ふ
真
木
柱
を
さ
へ
︑
心
よ
り
ほ
か
に
立
ち
離
れ
︑
わ
れ
に

も
あ
ら
ず
誘
は
れ
給
ふ
年
ご
ろ
の
御
あ
り
さ
ま
︑
目
の
前
の
お
も
か
げ
に

見
え
つ
つ
︑
か
き
く
ら
し
御
車
に
乗
り
や
り
給
は
ず
︒︵
巻
四
︑
三
三
二

頁
)

新
編
全
集
の
頭
注
に
︑﹁
真
木
は
特
に
檜
を
指
し
︑
真
木
の
柱
は
家
に
あ
っ
て

心
強
い
愛
着
の
あ
る
存
在
︒
﹂
と
し
て
︑
真
木
柱
の
巻
の
影
響
を
指
摘
す
る
よ

う
に
︑﹁
真
木
柱
﹂
は
離
れ
が
た
い
家
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
︒
文
中
の
﹁
住

み
馴
れ
た
ま
ふ
真
木
柱
﹂
は
︑
姫
君
が
い
つ
も
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
と
解
釈

す
る
と
︑
他
の
物
語
に
さ
ら
に
似
通
う
︒

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
物
語
に
お
い
て
も
︑﹁
真
木
柱
﹂
の
用
法
は
継
承
さ

れ
て
い
る
︒﹃
石
清
水
物
語
﹄
で
は
︑
女
君
が
そ
ば
の
柱
に
書
き
付
け
た
和
歌

と
︑
そ
れ
を
見
た
男
君
の
返
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
真
木
柱
﹂
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い

る
︒﹃
い
は
で
し
の
ぶ
﹄
で
は
︑
亡
き
人
が
い
つ
も
寄
り
掛
か
っ
て
い
た
柱
を

見
て
︑﹁
真
木
柱
﹂
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る⑥
︒

四

中
世
の
和
歌

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
C
D
-
R
O
M

版

v
e
r
.
2
で
検
索
す
る
と
︑
物
語
中
の
和

歌
は
前
掲
の
例
以
外
に
は
見
当
ら
な
い
︒
そ
こ
で
他
の
歌
を
歌
人
ご
と
に
活
躍

し
た
順
に
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
通
り
に
な
る
︒
な
お
︑
一
人
で
二
首
以
上
詠

ん
だ
場
合
の
み
歌
数
を
洋
数
字
で
示
し
た
︒
た
と
え
ば
鎌
倉
時
代
の
家
長
と
基

家
は
一
首
ず
つ
︑
雅
有
は
三
首
あ
る
︒
た
だ
し
︑
同
じ
歌
が
複
数
の
作
品
に
採

ら
れ
て
い
て
も
一
首
と
計
算
し
て
︑
異
な
り
数
を
示
し
た
︒

歌
語
﹁
真
木
柱
﹂
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平
安
後
期

匡
房

親
房

清
輔

鎌
倉
時
代

家
長

基
家

雅
有
(

家
良

知
家

政
範
)

後
宇
多

院

高
峰
顕
日

室
町
時
代

耕
雲

師
兼

為
尹

正
徹
)

雅
親

基
綱

実
隆
*

ま
ず
平
安
後
期
の
三
首
は
︑
す
べ
て
恋
歌
で
あ
る
︒
成
立
順
に
挙
げ
る
と
︑

一
首
め
は
大
江
匡
房
︵
一
一
一
一
年
没
︶︑
二
首
め
は
源
親
房
︵
十
二
世
紀
中

頃
に
活
躍
︶︑
三
首
め
は
藤
原
清
輔
︵
生
没
一
一
〇
四
～
七
七
年
︶
が
詠
じ
た
︒

源
親
房
の
歌
は
﹃
新
続
古
今
和
歌
集
﹄︵
巻
十
九
︑
雑
下
︶
と
﹃
題
林
愚
抄
﹄

︵
巻
二
十
五
︑
誹
諧
歌
︶
に
も
採
ら
れ
て
い
る
︒

○
﹃
江
帥
集
﹄
二
九
三
︑﹁
女
に
か
は
り
て
﹂

わ
ぎ
も
こ
が
す
む
て
ふ
や
ど
の
真
木
柱
ひ
と
ま
も
あ
ら
ば
あ
ふ
よ
し
も
が

な

○
﹃
続
詞
花
集
﹄
︵
藤
原
清
輔
撰
︒
一
一
六
五
年
頃
成
立
︶
巻
二
十
︑
戯
咲
︑

九
六
七
︑﹁
題
し
ら
ず
﹂

し
る
ら
め
や
あ
は
で
ひ
さ
し
の
槙
柱
ひ
と
ま
ひ
と
ま
に
お
も
ひ
た
つ
と
は

○
﹃
藤
原
清
輔
集
﹄
二
七
三
︑﹁
寄
源
氏
恋
﹂

あ
ふ
こ
と
は
か
た
び
さ
し
な
る
ま
き
柱
ふ
す
夜
も
し
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

清
輔
の
歌
は
詞
書
に
﹁
寄
源
氏
恋
﹂
と
あ
る
が
︑
真
木
柱
の
巻
に
お
け
る
﹁
真

木
柱
﹂
は
親
子
の
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
と

い
う
よ
り
は
︑
真
木
柱
と
い
う
巻
名
を
用
い
て
恋
歌
を
作
成
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

﹁
真
木
柱
﹂
が
恋
歌
に
な
る
の
は
︑﹁
我
妹
子
が
来
て
も
寄
り
立
つ
真
木
柱
～
﹂

歌
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
傾
向
は
鎌
倉
時
代
に
も
継
承
さ
れ
︑
全
十
一
首
中
︑
恋
歌
が
四
首
で
最

も
多
く
︑
次
い
で
寺
院
の
柱
が
三
首
︑
須
磨
の
関
屋
の
柱
が
二
首
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
関
連
も
二
首
に
分
け
ら
れ
る
︒
辞
書
に
は
﹁
真
木
柱
﹂
は
宮
殿
や
大
邸
宅

の
柱
と
説
明
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
や
寺
院
の
柱
に
は
当
て
は
ま

る
が
︑
中
世
の
和
歌
で
は
須
磨
の
関
屋
や
東
屋
︑
常
盤
の
里
の
柱
も
﹁
真
木

柱
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
て
︑
必
ず
し
も
都
の
御
殿
と
は
限
ら
な
い
︒
す
で
に

﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
﹁
常
盤
の
森
の
真
木
柱
﹂
と
詠
ま
れ
て
い
る
し
︑﹃
浜
松
中
納

言
物
語
﹄
の
例
も
吉
野
で
あ
っ
た
︵
第
三
節
︑
参
照
︶
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
で
も
最

後
の
例
︵
匂
宮
が
薫
を
﹁
真
木
柱
﹂
に
見
立
て
た
も
の
︶
は
︑
宇
治
で
浮
舟
が

向
き
合
っ
て
い
た
薫
を
指
す
と
見
る
と
︑
こ
れ
だ
け
が
当
物
語
に
お
い
て
も
洛

外
の
例
に
な
る⑦
︒

室
町
時
代
に
な
る
と
恋
歌
が
増
え
︑
全
十
一
首
中
︑
部
立
か
歌
題
が
恋
で
あ

る
も
の
が
六
首
も
占
め
︑
題
は
﹁
柱
﹂
で
あ
る
が
内
容
が
恋
歌
で
あ
る
も
の
も

一
首
あ
る
︒
そ
の
他
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
関
連
が
二
首
︑
歌
題
が
﹁
暁
眠
覚
﹂

﹁
暁
眠
易
覚
﹂
の
も
の
が
一
首
ず
つ
︵
二
首
と
も
正
徹
︶
で
あ
る
︒
実
隆
は
四

首
詠
ん
で
い
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
首
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
巻
名
歌
︑
他
の
三
首

は
す
べ
て
恋
歌
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
平
安
後
期
か
ら
は
︑﹁
真
木
柱
﹂
と
い

え
ば
恋
愛
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
る
︒
こ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
も
︑

歌
語
﹁
真
木
柱
﹂
の
変
遷

三
四



真
木
柱
の
君
に
関
し
て
は
親
子
の
情
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
以

外
で
は
光
源
氏
ゆ
か
り
の
柱
と
し
て
紫
の
上
が
見
て
い
た
よ
う
に
男
女
間
に
用

い
ら
れ
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
以
後
の
物
語
で
も
異
性
を
偲
ぶ
形
見
の
も
の
と
し
て

﹁
真
木
柱
﹂
が
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に
な
る

と
︑
詠
ま
れ
方
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
︒

五

近
世
の
和
歌

江
戸
時
代
の
和
歌
の
用
例
を
歌
人
が
活
躍
し
た
順
に
分
け
る
と
︑
以
下
の
通

り
に
な
る
︒
な
お
︑
一
人
で
二
首
以
上
詠
ん
だ
場
合
の
み
歌
数
を
洋
数
字
で
示

し
た
︒
た
だ
し
︑
同
じ
歌
が
複
数
の
作
品
に
採
ら
れ
て
い
て
も
一
首
と
計
算
し

て
︑
異
な
り
数
を
示
し
た
︒
ま
た
便
宜
上
︑﹃
八
十
浦
之
玉
﹄
所
収
歌
は
詠
者

ご
と
に
分
け
て
い
な
い
︒

長
嘯
子

貞
徳

後
水
尾
院

霊
元
院

真
淵
)

筑
波
子

宣
長
)

千
蔭
)

秋
成

評
平
)

曙
覧

﹃
八
十
浦
之
玉
﹄
�
︵
う
ち
一
首
は

真
淵
歌
と
重
複
)

順
に
見
て
い
く
と
︑
長
嘯
子
の
和
歌
に
は
詞
書
も
歌
題
も
な
い
︒

よ
り
ゐ
け
ん
槙
の
柱
は
そ
れ
な
が
ら
人
は
ま
た
と
は
み
え
ぬ
や
ど
か
な

︵﹃
挙
白
集
﹄
二
〇
四
一
︶

こ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
真
木
柱
の
巻
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
︑
と
解
釈
す
る

と
︑
従
来
の
歌
い
方
を
踏
襲
し
て
い
る
︒

次
の
貞
徳
の
歌
題
は
﹁
蔦
﹂
で
あ
る
︒

つ
た
か
づ
ら
は
ふ
き
あ
ま
た
の
か
ら
錦
ま
き
の
は
し
ら
の
た
つ
た
山
か
は

︵﹃
逍
遊
集
﹄
秋
歌
︑
一
七
〇
四
)

こ
の
よ
う
な
叙
景
歌
は
今
ま
で
に
例
が
な
く
︑
近
世
に
お
い
て
も
珍
し
い
︒
そ

の
類
例
と
し
て
は
︑﹃
新
明
題
和
歌
集
﹄
巻
三
・
秋
部
・
居
待
月
に
採
ら
れ
た

次
の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

よ
り
居
つ
る
待
つ
よ
ひ
更
け
ぬ
月
に
憂
き
雲
も
嵐
の
槙
の
は
し
ら
に
︵
二

二
〇
六
︑
霊
元
院
)

よ
り
ゐ
て
も
月
を
こ
そ
ま
て
心
あ
て
の
峰
に
む
か
へ
る
槙
の
柱
に
︵
二
二

〇
七
︑
後
水
尾
院
)

次
い
で
真
淵
以
後
の
十
八
首
で
︑
伝
統
的
な
詠
み
方
は
次
の
二
首
し
か
な
い
︒

○
﹃
筑
波
子
家
集
﹄︵
筑
波
子
は
真
淵
の
門
人
)

い
へ
こ
ぼ
ち
て
あ
ら
た
に
つ
く
り
か
ふ
る
に
︑
と
し
ご
ろ
の
な
ご
り

の
み
か
は
昔
の
事
の
い
よ
よ
遠
く
さ
へ
な
り
も
て
ゆ
く
心
ち
し
て

い
へ
は
み
な
あ
ら
ず
な
り
て
も
な
き
人
の
お
も
影
の
み
ぞ
立
ち
か
へ
る
べ

き
︵
一
二
一
)

な
れ
に
け
る
ま
き
の
は
し
ら
し
の
こ
り
せ
ば
わ
す
る
な
と
だ
に
か
き
つ
け

て
ま
し
︵
一
二
二
)

当
歌
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
真
木
柱
の
巻
を
踏
ま
え
︑
住
み
慣
れ
た
家
を
立
ち
去
っ

た
姫
君
に
我
が
身
を
重
ね
て
詠
ん
で
い
る
︒

歌
語
﹁
真
木
柱
﹂
の
変
遷

三
五



○
﹃
柿
園
詠
草
﹄
︵
加
納
諸
平
の
家
集
)

顕
恋

か
き
く
ら
す
闇
の
ま
ぎ
れ
に
出
で
こ
し
を
う
た
て
も
騒
ぐ
む
ら
烏
か
な

︵
五
〇
二
)

槙
ば
し
ら
た
つ
な
も
し
ら
で
わ
が
や
ど
を
見
き
と
や
人
の
ひ
と
に
告
げ
け

ん
︵
五
〇
三
)

近
世
の
例
で
は
唯
一
の
恋
歌
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
槙
ば
し
ら
た
つ
な
﹂

︵
真
木
柱
が
立
つ
よ
う
に
立
つ
名
︶
の
よ
う
に
︑﹁
真
木
柱
﹂
が
掛
詞
﹁
立
つ
﹂

を
導
く
詠
み
方
は
中
世
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
近
世
に
な
っ
て
貞
徳
の
﹁
ま
き

の
は
し
ら
の
た
つ
た
山
か
は
﹂︵
前
掲
︶
や
︑
真
淵
の
次
の
歌
︑

い
で
ゐ
を
い
に
し
へ
ざ
ま
に
つ
く
り
け
る
に
︑
九
月
二
十
六
日
人
人

つ
ど
ひ
て
ほ
ぎ
歌
よ
み
け
る
に
よ
め
る
宝
暦
五
年
の
秋
な
り

飛
騨
た
く
み
ほ
め
て
つ
く
れ
る
真
木
柱
た
て
し
心
は
う
ご
か
ざ
ら
ま
し

︵﹃
賀
茂
翁
家
集
﹄
巻
二
︑
賀
︑
三
六
七
)

に
お
い
て
︑﹁
真
木
柱
﹂
が
﹁
立
つ
﹂
を
導
く
枕
詞
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
よ

う
に
な
る
︒
け
れ
ど
も
貞
徳
も
真
淵
も
﹁
真
木
柱
﹂
本
来
の
意
味
︵
立
派
な
木

と
い
う
意
︶
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
諸
平
の
歌
は
そ
う
で
は
な
い
︒
諸

平
の
も
う
一
首
︵
﹃
柿
園
詠
草
﹄
一
〇
七
六
︶
も
﹁
今
の
を
つ
づ
に

真
木
柱

た
て
し
功
は
﹂
で
︑
柱
の
意
味
は
な
い
︒

﹁
真
木
柱
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
も
枕
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は

﹁
太
し
﹂
に
掛
か
る
も
の
で
あ
っ
た
︵
第
一
節
︑
参
照
︶︒
中
古
・
中
世
で
は
枕

詞
の
用
例
は
な
く
︑
近
世
に
な
っ
て
復
活
す
る
の
は
︑
国
学
者
に
よ
り
万
葉
研

究
が
盛
ん
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
真
淵
以
後
の
﹁
真
木
柱
﹂
歌
で
︑
前
掲

の
筑
波
子
と
諸
平
以
外
は
︑
す
べ
て
万
葉
調
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
防
人
歌
﹁
真

木
柱

ほ
め
て
造
れ
る

殿
の
ご
と

い
ま
せ
母
刀
自

面
変
は
り
せ
ず
﹂
の

影
響
は
大
き
く
︑
前
出
し
た
真
淵
の
歌
も
︑
ま
た
次
の
真
淵
歌
︵﹃
賀
茂
翁
家

集
﹄
巻
一
︑
秋
︑
一
八
六
︶︑
も
︑
防
人
歌
の
初
句
・
二
句
を
用
い
て
い
る
︒

新
む
ろ
に
て

真
木
柱
ほ
め
て
つ
く
れ
る
高
き
や
に
千
秋
の
月
を
見
そ
め
つ
る
か
な

真
淵
の
歌
は
二
首
と
も
︑
新
居
を
寿
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
宣
長
以
後
も
﹁
新

室
﹂
や
京
都
・
鎌
倉
の
御
殿
を
祝
っ
て
い
る
︒
ま
た
真
淵
・
本
居
大
平
と
門
人

た
ち
の
和
歌
を
集
め
た
﹃
八
十
浦
之
玉
﹄
の
七
首
の
う
ち
︑
防
人
歌
の
﹁
真
木

柱

ほ
め
て
造
れ
る
﹂
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
の
が
二
首
︑﹃
万
葉
集
﹄
の

﹁
真
木
柱

太
き
心
﹂
を
用
い
た
の
が
一
首
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
も
神
社
や
御
殿

な
ど
の
柱
を
美
称
し
た
も
の
ば
か
り
で
︑
実
見
し
て
詠
ん
だ
歌
が
多
い⑧
︒﹃
八

十
浦
之
玉
﹄
所
収
の
﹁
真
木
柱
﹂
歌
に
は
︑
恋
歌
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
踏
ま
え

た
歌
も
な
く
︑
万
葉
調
で
統
一
さ
れ
て
い
る
︒

六

歌
語
﹁
真
木
柱
﹂
の
変
遷

今
ま
で
に
考
察
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
改
め
て
上
代
か
ら
近
世
に
至
る

歌
語
﹁
真
木
柱
﹂
の
変
遷

三
六



﹁
真
木
柱
﹂
の
用
法
の
変
遷
を
概
観
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
の
位
置
づ
け
を

確
認
し
た
い
︒

ま
ず
上
代
で
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
四
例
あ
り
︑
そ
の
う
ち
三
首
は
宮
殿
や
大
邸

宅
に
使
わ
れ
る
立
派
で
太
い
柱
を
意
味
す
る
︒
残
る
一
例
は
﹁
太
し
﹂
に
掛
か

る
枕
詞
で
あ
る
︒

平
安
時
代
に
な
る
と
︑
万
葉
歌
が
一
首
だ
け
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
採
ら
れ

る
︒
そ
れ
以
外
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
歌
は
︑﹁
我
妹
子
が
来
て
も
寄
り
立

つ
真
木
柱
そ
も
む
つ
ま
し
や
ゆ
か
り
と
思
へ
ば
﹂
し
か
見
出
せ
な
い
︒
そ
の
歌

は
出
典
未
詳
で
あ
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
と

い
う
の
は
︑
当
歌
を
引
用
し
た
﹃
源
氏
釈
﹄
も
︑
ま
た
そ
れ
を
孫
引
き
し
た
藤

原
定
家
﹃
源
氏
物
語
奥
入
﹄
も
︑
当
歌
を
古
歌
と
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る⑨
︒

ま
た
紫
式
部
の
頃
に
は
﹁
我
妹
子
﹂
歌
に
よ
り
︑﹁
真
木
柱
﹂
が
﹁
ゆ
か
り
﹂

の
象
徴
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
真
木
柱
の
巻
に
お
い
て
姫
君
ゆ
か
り
の
品

と
し
て
真
木
柱
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
改
め
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
真
木
柱
﹂
の
用
例
を
︑
巻
の
順

に
見
て
い
く
︒
ま
ず
最
初
に
須
磨
の
巻
で
︑
光
源
氏
が
﹁
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
し
真

木
柱
﹂
を
紫
の
上
が
見
て
偲
ん
で
い
る
︒
引
歌
で
は
女
性
が
﹁
寄
り
立
つ
真
木

柱
﹂
を
男
性
が
懐
か
し
む
の
で
︑
当
巻
で
は
男
女
が
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
次
に

真
木
柱
の
巻
で
は
︑
鬚
黒
の
姫
君
と
北
の
方
が
﹁
真
木
の
柱
﹂
を
用
い
た
歌
を

詠
み
交
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
時
点
で
は
﹁
真
木
柱
﹂
が
母
・
娘
の
ど
ち
ら
を

指
す
か
は
分
か
ら
な
い
︒
後
に
鬚
黒
が
﹁
か
の
真
木
柱
を
見
た
ま
ふ
に
︑
手
も

幼
け
れ
ど
︑
心
ば
へ
の
あ
は
れ
に
恋
し
き
ま
ま
に
﹂
と
偲
ん
だ
こ
と
に
よ
り
︑

﹁
真
木
柱
﹂
は
姫
君
と
結
び
つ
く
︒
そ
の
後
は
﹁
真
木
柱
の
姫
君
﹂
な
ど
と
呼

ば
れ
︑﹁
真
木
柱
の
ひ
と
つ
腹
﹂︵
竹
河
の
巻
︶
で
は
﹁
真
木
柱
﹂
だ
け
で
そ
の

姫
君
を
示
す
に
至
り
︑
そ
の
巻
を
最
後
に
登
場
し
な
く
な
る
︒

宇
治
十
帖
で
は
︑﹁︵
薫
が
︶
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
﹂
を
︑
薫
を
娘

婿
に
と
願
う
母
が
見
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
真
木
柱
﹂
を
光
源
氏
の
形
見
と
紫
の

上
が
見
た
状
況
に
似
て
い
る
︒
そ
し
て
最
終
例
の
﹁︵
匂
宮
は
薫
を
︶
う
ら
や

ま
し
く
も
心
に
く
く
も
思
さ
る
る
も
の
か
ら
︑
真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
︒﹂
に

至
り
︑
初
め
て
﹁
真
木
柱
﹂
を
柱
と
訳
せ
な
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
通
観
す
る

と
︑﹁
真
木
柱
﹂
が
﹁
ゆ
か
り
﹂
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
︑
鬚
黒
の
姫
君
な
ど

で
繰
り
返
し
用
い
た
後
︑
最
後
に
柱
と
切
り
離
し
た
﹁
真
木
柱
﹂
を
持
ち
出
す
︑

と
い
う
作
者
の
用
意
周
到
な
配
慮
が
窺
え
よ
う
︒

こ
の
観
点
に
立
っ
て
︑
陽
明
文
庫
本
に
の
み
見
ら
れ
る
桐
壺
の
巻
の
用
例

﹁
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
真
木
柱
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
﹂
を
見
直
す
と
︑
こ
れ
も
﹁
真

木
柱
は
あ
は
れ
な
り
﹂
と
同
じ
く
︑
柱
と
は
訳
せ
な
い
︒
鎌
倉
前
期
に
成
立
し

た
﹃
八
雲
御
抄
﹄
に
は
﹁
物
の
ゆ
か
り
な
ど
を
も
︑
ま
き
ば
し
ら
と
い
ふ
也
﹂

と
あ
る
の
で
︑
陽
明
文
庫
本
が
書
写
さ
れ
た
鎌
倉
中
期
に
は
﹁
真
木
柱
﹂
が

﹁
ゆ
か
り
﹂
を
意
味
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
﹁
た

だ
そ
の
筋
を
ぞ
真
木
柱
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
﹂
と
い
う
当
本
の
本
文
で
も
解
釈
で
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﹁
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き
た
か
ら
︑
そ
の
ま
ま
今
日
に
伝
わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

と
は
い
え
︑
﹁
真
木
柱
は
あ
は
れ
な
り
﹂
の
類
例
は
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
一
例

︵﹁
真
木
柱
の
数
﹂
ま
た
は
﹁
真
木
柱
の
よ
す
が
﹂︶
あ
る
だ
け
で
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
以
後
の
物
語
は
真
木
柱
の
巻
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
ま
た
中
世
の
和

歌
に
も
︑
柱
と
訳
せ
な
い
例
は
な
く
︑
恋
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
具
体

的
に
詠
ま
れ
た
柱
は
︑
寺
院
や
東
屋
︑
須
磨
の
関
屋
や
常
盤
の
里
で
あ
る
︒
仏

閣
の
場
合
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
美
称
さ
れ
た
御
殿
に
似
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
中
世

の
用
法
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
須
磨
の
関
屋
は
実
景
と
は
い
え
︑
朽
ち
た
柱
で
あ

る
︒近

世
に
な
る
と
︑
﹃
万
葉
集
﹄
を
研
究
し
た
国
学
者
に
よ
り
︑﹁
真
木
柱
﹂
の

詠
み
方
も
上
代
に
戻
る
︒
寺
院
や
朽
ち
た
柱
は
な
く
な
り
︑
新
居
や
御
殿
︑
都

を
寿
ぐ
歌
に
用
い
ら
れ
る
︒
ま
た
中
古
・
中
世
で
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
枕
詞
も

復
活
す
る
︒
た
だ
し
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
太
し
﹂︵
形
容
詞
︶
に
掛
か
る
が
︑

近
世
で
は
﹁
太
し
く
﹂︵
動
詞
︶
や
﹁
立
つ
﹂
に
も
掛
か
る
︒
ま
た
恋
歌
は
︑

中
古
・
中
世
で
は
最
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
が
︑
近
世
に
な
る
と
激
減
す
る
︒

終
わ
り
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
巻
名
に
歌
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
︑
そ
の
歌
語
の

持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
帚
木
は
︑
遠
く
か
ら
は
見
え

る
が
近
づ
く
と
消
え
る
木
で
あ
り
︑
そ
れ
は
光
源
氏
に
言
い
寄
ら
れ
る
と
逃
げ

て
し
ま
う
女
性
の
比
喩
に
相
応
し
い
︒
ま
た
︑
蝉
の
抜
け
殻
を
意
味
す
る
空
蝉

は
︑
衣
を
残
し
て
逃
げ
去
っ
た
女
性
を
象
徴
し
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
を
初

め
て
読
む
人
も
︑
帚
木
や
空
蝉
と
い
う
巻
名
か
ら
︑
近
寄
っ
て
も
会
え
な
い
仲

を
連
想
し
た
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
巻
名
に
用
い
ら
れ
た
歌
語
か
ら
︑
物
語
の

内
容
が
連
想
で
き
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
真
木
柱
の
巻
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
巻
名
を
見
た
王
朝
人
は

古
歌
﹁
我
妹
子
が
来
て
も
寄
り
立
つ
真
木
柱
そ
も
む
つ
ま
し
や
ゆ
か
り
と
思
へ

ば
﹂
を
思
い
出
し
︑﹁
ゆ
か
り
﹂
の
人
を
﹁
む
つ
ま
し
﹂
と
思
う
︑
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
と
想
像
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
夕
顔
の
忘
れ
形
見

で
あ
る
玉
鬘
は
︑﹁
夕
顔
の
露
の
御
ゆ
か
り
﹂︵
玉
鬘
︑
一
二
〇
頁
︶
と
呼
ば
れ

て
い
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
夕
顔
の
﹁
ゆ
か
り
﹂
で
あ
る
玉
鬘
を
﹁
む
つ
ま

し
﹂
と
思
う
の
は
︑
夕
顔
と
交
際
し
て
い
た
光
源
氏
で
あ
る
︒
し
か
も
光
源
氏

は
玉
鬘
の
養
父
で
あ
り
な
が
ら
︑
す
で
に
思
い
を
打
ち
明
け
て
い
る
︒
こ
の
二

人
の
仲
は
ど
う
な
る
の
か
︑
と
当
巻
を
読
む
前
か
ら
読
者
は
心
躍
ら
せ
て
い
た

で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
巻
頭
を
見
る
と
︑
そ
の
予
想
は
裏
切
ら
れ
︑
す
で
に
玉

鬘
は
鬚
黒
と
結
婚
し
て
い
る
︒
巻
名
に
使
わ
れ
た
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
見
事

に
外
さ
れ
た
の
で
あ
る⑩
︒
こ
の
よ
う
に
現
代
で
は
失
わ
れ
た
読
み
方
を
︑
王
朝

人
は
楽
し
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒

歌
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注①

当
写
本
は
︑
陽
明
叢
書
︵
思
文
閣
出
版
︑
昭
和
五
四
年
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
問
題
に
す
る
﹁
真
木
柱
﹂
は
︑
一
六
丁
裏
の
二
行
め
に
あ
る
︒

②

他
の
作
品
も
断
ら
な
い
限
り
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
略
称
﹁
新
編
全
集
﹂︶

の
本
文
に
よ
る
︒

③

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
所
収
の
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
の
本
文
で
は
第
三
句
が
﹁
い
さ

く
め
の
﹂
で
あ
る
が
︑
中
世
の
歌
学
書
で
は
﹁
い
さ
ゝ
め
の
﹂
で
あ
る
場
合
が
多
い
︒

④

鬚
黒
大
将
に
は
前
妻
に
も
後
妻
︵
玉
鬘
︶
に
も
子
女
が
い
る
の
で
︑
真
木
柱
の
姫

君
と
同
腹
か
異
腹
か
区
別
す
る
た
め
︑
﹁
真
木
柱
の
ひ
と
つ
腹
﹂
︵
真
木
柱
の
君
と
同

腹
と
い
う
意
味
︶
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

⑤

岩
原
真
代
氏
は
︑
柱
に
書
き
つ
け
る
行
為
と
柱
に
物
を
入
れ
る
行
為
で
は
意
味
が

違
う
と
説
か
れ
た
︒

柱
に
書
き
付
け
る
行
為
が
︑
親
し
ん
だ
土
地
や
邸
宅
へ
の
執
心
を
断
ち
︑
新
地

に
赴
く
た
め
の
心
準
備
の
行
為
と
な
っ
て
い
る
︒
︵
中
略
︶
土
地
を
離
れ
る
と

き
書
き
付
け
ら
れ
る
和
歌
に
は
︑
メ
デ
ィ
ア
性
と
と
も
に
︑
居
住
者
が
馴
れ
親

し
ん
だ
場
所
へ
の
愛
執
を
断
つ
意
味
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
柱
に
物
を
入
れ
る
行

為
は
む
し
ろ
︑
そ
の
地
へ
の
深
い
執
着
と
自
己
の
存
在
を
刻
み
つ
け
る
行
為
で

あ
っ
た
︒
︵
﹁
﹁
真
木
柱
﹂
に
よ
せ
る
和
歌

︱
柱
歌
の
系
譜
と
住
環
境
か
ら

︱
﹂
︑
﹁
日
本
文
学
﹂
平
成
一
八
年
九
月
)

⑥

﹃
石
清
水
物
語
﹄
の
和
歌
は
以
下
の
通
り
︵
﹃
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
﹄
第
二
巻
︑
七

〇
頁
︶︒と

し
を
へ
て
住
こ
し
宿
の
ま
き
ば
し
ら
よ
り
た
つ
人
も
今
は
あ
ら
じ
な

よ
り
ゐ
け
る
人
の
か
た
見
と
思
ふ
に
も
そさ
カ

も
む
つ
ま
し
き
ま
き
ば
し
ら
か
な

﹃
い
は
で
し
の
ぶ
﹄
の
一
節
は
︑
以
下
の
通
り
︵
前
掲
書
︑
三
二
〇
頁
)

﹁
つ
ね
に
よ
り
い
給
い
し
︑
も
や
の
な
か
ば
し
ら
の
も
と
に
て
︑
と
ば
か
り
た
め

ら
わ
せ
給
ふ
︒

ま
き
ば
し
ら
よ
り
い
し
人
の
お
も
か
げ
の
さ
ら
ず
は
な
が
き
か
た
見
な
ら
ま

し
﹂

⑦

﹃
太
平
記
﹄
巻
十
八
で
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
橋
姫
の
巻
の
一
場
面
を
描
い
た
絵
に
関

す
る
箇
所
に
﹁
真
木
柱
﹂
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
八
の
宮
の
宇
治
の
邸
宅
で
︑
洛
外

で
あ
る
︒︵
一
宮
御
息
所
の
事
︑
四
五
二
頁
︶

⑧

近
世
の
歌
で
﹁
真
木
柱
﹂
を
﹁
あ
づ
ま
や
﹂
に
用
い
た
例
が
一
首
あ
る
︵
﹃
う
け

ら
が
花
﹄
初
編
巻
二
︑
夏
歌
︑
三
七
九
︶︒
近
世
で
は
珍
し
い
が
︑
中
世
で
は
用
例

が
あ
り
︑
伝
統
的
な
詠
み
方
と
言
え
よ
う
︒

⑨

た
と
え
ば
﹃
源
氏
物
語
奥
入
﹄
は
︑
十
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
恵
慶
法
師
の
歌
に

対
し
て
︑﹁
此
歌
非
其
時
古
歌
︑
不
可
為
証
歌
﹂︵
桐
壺
の
巻
︶
と
批
評
し
て
︑
引
歌

と
認
め
て
い
な
い
︒
ま
た
﹃
源
氏
釈
﹄
で
も
︑﹁
又
天
人
夢
の
中
に
琵
琶
を
お
し
ふ

る
事
︑
ね
さ
め
と
い
ふ
物
か
た
り
に
あ
り
︒
さ
れ
と
も
そ
れ
源
氏
よ
り
さ
き
の
事
と

は
み
え
す
﹂︵
宿
木
の
巻
︶
と
し
て
︑
当
物
語
を
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
例
と
指
摘

し
て
い
る
︒

⑩

若
菜
の
巻
に
関
し
て
︑
玉
上
琢
弥
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
︵﹃
源
氏
物
語

評
釈
﹄
第
七
巻
︑
二
〇
頁
︑
角
川
書
店
︑
昭
和
四
一
年
︶︒

読
者
は
︑﹁
藤
裏
葉
﹂
の
巻
で
︑
光
る
源
氏
の
栄
花
の
至
福
を
見
た
︒
そ
し

て
︑
次
に
︑
こ
の
﹁
若
菜
上
﹂
の
巻
名
を
見
た
と
き
︑
光
る
源
氏
の
不
老
を
思

い
︑
そ
の
祈
り
の
﹁
若
菜
﹂
が
繰
り
返
し
て
供
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思

う
︒﹁
藤
裏
葉
﹂
の
巻
で
︑
来
年
は
四
十
の
御
賀
と
あ
っ
た
︒
そ
の
盛
儀
を

﹁
上
﹂
と
﹁
下
﹂
と
に
繰
り
返
し
て
見
る
こ
と
を
期
待
す
る
︒

し
か
し
︑
本
文
を
読
み
は
じ
め
る
と
︑
そ
の
期
待
は
一
応
沈
静
す
る
︒
暗
い

出
だ
し
な
の
だ
︒
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