
本
学
所
蔵
の
「
源
氏
物
語
色
紙
」
は
源
氏
物
語
五
四
帖
の
う
ち
、
第
二

九
帖
（
行
幸
の
巻
）
か
ら
第
五
一
帖
（
浮
舟
の
巻
）
ま
で
の
二
三
帖
が
現

存
す
る
。
一
帖
に
つ
き
詞
書
と
絵
が
一
枚
ず
つ
あ
り
、
い
ず
れ
も
縦
三

〇
・
一
×
横
四
九
・
八
セ
ン
チ
の
台
紙
に
貼
ら
れ
、
帙
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
詞
書
が
書
か
れ
た
色
紙
の
寸
法
は
縦
二
三
・
九
×
横
二
〇
・
五
セ
ン

チ
、
絵
を
描
い
た
色
紙
も
縦
二
三
・
九
×
横
二
〇
・
八
セ
ン
チ
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
な
お
書
誌
事
項
は
末
尾
に
も
記
す
。

本
作
品
は
本
学
図
書
館
の
貴
重
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ

て
い
る
が
、
第
四
四
帖
（
竹
河
の
巻
）
か
ら
始
ま
り
第
三
〇
帖
（
藤
袴
の

巻
）
で
終
わ
り
、
物
語
の
粗
筋
に
沿
っ
た
配
列
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
巻
の
順
番
に
並
び
替
え
、
詞
書
を
す
べ
て
翻
刻
し
て
現
代
語
訳
を
付

け
、
ま
た
絵
の
解
説
も
掲
載
す
る
。
竹
河
の
巻
の
初
め
に
あ
る
「
４４
竹
河

（
第
１
図
。
№
３
）」
①
以
下
を
用
い
て
、
凡
例
に
代
え
る
。
ま
ず
「
４４
竹

河
」
の
４４
は
巻
の
通
し
番
号
、
竹
河
は
巻
名
を
示
す
。
竹
河
と
紅
梅
の
巻

は
中
世
と
近
世
と
で
順
序
が
違
う
が
、
こ
こ
で
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
（
以
下
、
新
編
全
集
と
略
称
す
る
）
の
順
に
よ
る
。
ま
た
竹
河
は
竹
川

と
も
書
く
が
、
色
紙
に
書
か
れ
た
通
り
に
翻
刻
す
る
。
な
お
巻
名
が
書
か

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
巻
名
（
若
菜
下
・
匂
宮
）
を
補
い
﹇

﹈
で
括

る
。
続
く
（
第
１
図
。
№
３
）
の
第
１
図
は
現
状
の
順
番
、
№
３
は
ア
ー

カ
イ
ブ
の
コ
マ
数
を
表
わ
す
。
①
以
後
は
以
下
の
通
り
。

一
、
①
は
詞
書
の
翻
刻
で
改
行
は
／
、
読
め
な
い
箇
所
は
□
で
表
す
。
読

解
の
便
宜
を
図
り
、
①
に
該
当
す
る
新
編
全
集
の
本
文
を
②
に
引
用
し

て
、
末
尾
の
（

）
内
に
新
編
全
集
の
冊
数
と
頁
数
を
書
く
。
例
え
ば

（
新
編
全
集
⑤
七
九
頁
）
は
第
五
冊
の
七
九
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

一
、
①
と
②
と
で
本
文
に
異
同
が
あ
る
場
合
も
、
③
に
は
①
の
現
代
語
訳

を
載
せ
る
。
理
解
を
助
け
る
た
め
、（

）
内
に
主
語
や
説
明
な
ど
を
補

足
す
る
。

一
、
④
は
①
の
場
面
説
明
、
⑤
は
絵
の
解
説
、
⑥
は
補
足
説
明
。
⑥
に
は

《
資
料
》

同
志
社
大
学
所
蔵
「
源
氏
物
語
色
紙
」
の
紹
介

│
翻
刻
・
現
代
語
訳
・
解
説
│

岩

坪

健

一
九



詞
書
の
内
容
と
絵
の
場
面
が
合
わ
な
い
こ
と
（
巻
名
を
欠
く
二
帖
の
ほ

か
、
３３
藤
裏
葉
・
４６
椎
本
・
５０
東
屋
の
巻
も
疑
い
あ
り
）
な
ど
に
つ
い
て

記
す
。

一
、
各
巻
の
末
尾
に
担
当
者
名
を
（

）
内
に
記
す
。
担
当
者
（
髙
山

卓
・
芦
野
陽
子
・
小
林
芙
美
・
中
村
梨
恵
子
・
浦
野
洋
紀
・
丹
羽
雄
一
）

は
全
員
、
本
学
大
学
院
生
で
あ
り
、
各
人
が
提
出
し
た
も
の
に
岩
坪
が
全

面
的
に
加
筆
し
た
の
で
文
責
は
岩
坪
に
あ
る
。

一
、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
配
列
と
巻
名
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
３
・
４４
竹
河

は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
３
コ
マ
め
が
第
四
四
帖
（
竹
河
の
巻
）
で
あ
る
こ
と

を
示
す
。

３
・
４４
竹
河
。
４
・
４９
宿
木
。
５
・
３７
横
笛
。
６
・
３３
藤
裏
葉
。

７
・
３４
若
菜
上
。
８
・
３６
柏
木
。
９
・
３８
鈴
虫
。
１０
・
５０
東
屋
。

１１
・
４６
椎
本
。
１２
・
５１
浮
舟
。
１３
・
２９
行
幸
。
１４
・
４２
匂
宮
。
１５
・

４３
紅
梅
。
１６
・
３２
梅
枝
。
１７
・
３９
夕
霧
。
１８
・
４８
早
蕨
。
１９
・
４１

幻
。
２０
・
４７
総
角
。
２１
・
３５
若
菜
下
。
２２
・
４０
御
法
。
２３
・
４５
橋

姫
。
２４
・
３１
真
木
柱
。
２５
・
３０
藤
袴
。

２９
み
ゆ
き
（
第
１１
図
。
№
１３
）

①
く
ら
人
の
左
衛
門
の
そ
う
を
／
御
つ
か
ひ
に
て
き
し
一
え
た
／
た
て
ま

つ
ら
せ
給

②
蔵
人
の
左
衛
門
尉
を
御
使
に
て
、
雉
一
枝
奉
ら
せ
た
ま
ふ
。（
新
編
全

集
③
二
九
三
頁
）

③
（
帝
は
）
蔵
人
の
左
衛
門
尉
を
お
使
者
に
し
て
、（
源
氏
に
）
雉
を
付

け
た
一
枝
を
差
し
上
げ
な
さ
る
。

④
鷹
狩
に
参
加
し
な
か
っ
た
源
氏
に
、
帝
か
ら
雉
が
贈
ら
れ
た
。

⑤
室
内
に
い
て
畳
の
上
に
座
っ
て
い
る
の
が
源
氏
、
雉
の
付
い
た
枝
を
捧

げ
持
つ
の
が
勅
使
。

⑥
一
枝
に
雄
は
上
、
雌
は
下
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
勅
使
か
ら
見
て
奥
が

雄
で
目
の
周
囲
が
赤
く
羽
根
は
無
地
で
濃
い
茶
色
、
手
前
が
雌
で
羽
根
は

薄
茶
色
に
焦
げ
茶
色
の
斑
点
が
あ
る
。

（
小
林
芙
美
）

３０
ふ
ち
は
か
ま
（
第
２３
図
。
№
２５
）

①
ら
に
の
花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
／
も
給
へ
り
／
け
る
を
み
す
の
つ
ま

よ
り
さ
し
い
れ
て
／
こ
れ
も
御
覧
す
へ
き
ゆ
へ
は
あ
り
け
り
／
と
て
と
み

に
も
ゆ
る
さ
て
も
給
へ
れ
は
／
う
つ
た
へ
に
お
も
ひ
も
よ
ら
て
と
り
た
ま

ふ
／
御
袖
を
ひ
き
う
こ
か
し
た
り

②
蘭
の
花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
持
た
ま
へ
り
け
る
を
、
御
簾
の
つ
ま
よ

り
さ
し
入
れ
て
、「
こ
れ
も
御
覧
ず
べ
き
ゆ
ゑ
は
あ
り
け
り
」
と
て
と
み

に
も
ゆ
る
さ
で
持
た
ま
へ
れ
ば
、
う
つ
た
へ
に
思
ひ
も
よ
ら
で
取
り
た
ま

ふ
御
袖
を
引
き
動
か
し
た
り
。（
新
編
全
集
③
三
三
二
頁
）

③
（
夕
霧
は
）
蘭
（
藤
袴
）
の
花
の
大
変
趣
の
あ
る
の
を
お
持
ち
で
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
が
、
御
簾
の
端
か
ら
さ
し
入
れ
て
、「
こ
れ
も
ご
覧
に
な
っ

二
〇
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て
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
り
ま
し
た
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
す
ぐ
に
は

手
放
さ
ず
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、（
玉
鬘
が
そ
れ
に
）
ま
っ
た
く
気

づ
か
ず
に
お
取
り
に
な
る
、
そ
の
お
袖
を
（
夕
霧
は
）
引
い
て
動
か
し

た
。

④
夕
霧
が
玉
鬘
の
も
と
を
訪
れ
、
恋
情
を
伝
え
る
。

⑤
夕
霧
が
簾
の
中
で
玉
鬘
の
袖
を
捉
え
、
胸
中
を
訴
え
て
い
る
。
祖
母
大

宮
の
喪
に
服
し
て
い
る
た
め
、
鈍
色
の
直
衣
姿
で
あ
る
。
庭
に
は
藤
袴
が

咲
い
て
い
る
。

⑥
物
語
本
文
に
は
喪
中
で
「
纓
巻
き
た
ま
へ
る
姿
」（
三
二
九
頁
）
と
あ

る
が
、
絵
で
は
垂
ら
し
て
い
る
。
藤
袴
は
蘭
の
異
名
で
、
秋
の
七
草
の
ひ

と
つ
。
秋
に
薄
紫
色
の
花
を
つ
け
、
紫
は
ゆ
か
り
の
色
で
あ
る
。

（
丹
羽
雄
一
）

３１
ま
き
は
し
ら
（
第
２２
図
。
№
２４
）

①
ひ
は
た
い
ろ
の
か
み
の
た
ゝ
／
い
さ
ゝ
か
に
か
き
は
し
ら
の
／
ひ
わ
れ

た
る
は
さ
ま
に
／
か
う
か
ひ
の
さ
き
し
て
／
を
し
い
れ
た
ま
ふ

ひ
は
だ

ひ

わ

②
檜
皮
色
の
紙
の
重
ね
、
た
だ
い
さ
さ
か
に
書
き
て
、
柱
の
乾
割
れ
た
る

か
う
が
い

は
さ
ま
に
、
笄
の
先
し
て
押
し
入
れ
た
ま
ふ
。（
新
編
全
集
③
三
七
三
頁
）

③
檜
皮
色
（
黒
み
が
か
っ
た
紅
色
）
の
紙
に
ほ
ん
の
少
し
書
き
、
柱
の
ひ

び
割
れ
た
隙
間
に
笄
の
先
で
押
し
込
め
な
さ
れ
る
。

④
両
親
が
離
別
し
て
母
親
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
姫
君
が
、
今

ま
で
暮
ら
し
て
い
た
父
の
屋
敷
を
去
る
前
に
別
れ
の
和
歌
を
詠
ん
で
書
い

た
紙
を
、
愛
着
の
あ
る
柱
に
泣
く
泣
く
さ
し
入
れ
る
。
手
紙
の
紙
と
そ
れ

を
結
び
つ
け
る
草
花
は
同
じ
色
に
揃
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
姫
君
は
柱

の
色
に
近
い
檜
皮
色
の
紙
を
選
ん
だ
。

⑤
姫
君
は
右
手
に
笄
（
髪
を
か
き
上
げ
た
り
掻
い
た
り
す
る
道
具
）
を
持

つ
が
、
紙
は
柱
と
同
色
だ
か
ら
か
見
え
ず
、
写
し
崩
れ
（
模
写
し
て
い
く

過
程
で
抜
け
落
ち
る
こ
と
）
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ば
に
い
る
の
は
、
和
歌

を
詠
み
合
っ
た
侍
女
の
木
工
の
君
と
中
将
の
お
も
と
で
あ
ろ
う
。

⑥
姫
君
が
詠
ん
だ
和
歌
「
今
は
と
て
宿
離
れ
ぬ
と
も
馴
れ
き
つ
る
真
木
の

柱
は
わ
れ
を
忘
る
な
」（
今
は
限
り
と
邸
を
離
れ
て
も
、
馴
れ
親
し
ん
だ

真
木
の
柱
は
私
を
忘
れ
な
い
で
）
に
あ
る
「
真
木
柱
」
は
本
来
、
杉
や
檜

で
作
ら
れ
た
太
く
て
立
派
な
柱
を
い
う
が
、
源
氏
絵
で
は
そ
の
意
識
は
希

薄
で
他
の
柱
と
変
わ
ら
な
い
。

（
丹
羽
雄
一
）

３２
梅
か
え
（
第
１４
図
。
№
１６
）

①
ち
ん
の
は
こ
に
る
り
の
つ
き
／
ふ
た
つ
す
へ
て
お
ほ
き
に
／
ま
ろ
か
し

つ
ゝ
／
い
れ
た
ま
へ
り

②
沈
の
箱
に
、
瑠
璃
の
坏
二
つ
据
ゑ
て
、
大
き
に
ま
ろ
が
し
つ
つ
入
れ
た

ま
へ
り
。（
新
編
全
集
③
四
〇
六
頁
）

③
沈
香
木
の
箱
に
瑠
璃
の
香
壺
を
二
つ
据
え
て
、（
薫
物
を
）
大
き
く
粒

に
ま
る
め
て
お
入
れ
に
な
っ
て
い
る
。

④
前
斎
院
（
朝
顔
の
姫
君
）
か
ら
源
氏
の
元
に
送
ら
れ
た
、
薫
物
の
様

二
一



子
。

⑤
よ
く
描
か
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
他
の
作
品
で
は
源
氏
が
訪
ね
て
き
た

兵
部
卿
の
宮
と
一
緒
に
香
壺
を
見
て
い
て
、
二
人
と
も
直
衣
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
本
図
で
は
、
白
い
直
衣
を
着
た
源
氏
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
は

狩
衣
姿
で
あ
り
、
こ
の
者
は
香
壺
と
梅
の
枝
に
付
け
た
手
紙
を
届
け
に
来

た
前
斎
院
の
使
者
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
兵
部
卿
の
宮
が
簀
子
に
座
る
こ
と

は
な
い
の
で
、
源
氏
の
従
者
が
控
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
本
図
に
描
か
れ
た
三
人
の
横
顔
に
は
黒
の
縦
線
が
見
え
、
こ
れ
は
烏
帽

子
の
紐
で
あ
ろ
う
か
（
４５
橋
姫
、
参
照
）。
本
図
と
巻
名
を
欠
く
二
帖

（
３５
若
菜
下
・
４２
匂
宮
）
と
は
、
手
紙
と
梅
花
が
共
通
す
る
。

（
中
村
梨
恵
子
）

３３
藤
の
う
ら
葉
（
第
４
図
。
№
６
）

①
頭
中
将
し
て
御
せ
う
そ
こ
あ
り
一
日
の
／
花
の
か
け
の
た
い
め
ん
あ
か

す
お
ほ
え
／
侍
し
を
御
い
と
ま
あ
ら
は
立
よ
り
給
／
な
む
や
と
あ
り
御
文

に
は
／
我
宿
の
藤
の
色
こ
き
誰
か
れ
に
／
た
つ
ね
や
は
こ
ぬ
春
の
名
残
を

②
頭
中
将
し
て
御
消
息
あ
り
。「
一
日
の
花
の
蔭
の
対
面
の
飽
か
ず
お
ぼ

え
は
べ
り
し
を
、
御
暇
あ
ら
ば
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
な
ん
や
」
と
あ
り
。
御

文
に
は
、「
わ
が
宿
の
藤
の
色
こ
き
た
そ
か
れ
に
尋
ね
や
は
こ
ぬ
春
の
な

ご
り
を
」（
新
編
全
集
③
四
三
四
頁
）

③
（
内
大
臣
は
子
息
の
）
頭
中
将
を
遣
わ
し
、（
夕
霧
へ
の
）
お
手
紙
を

お
送
り
に
な
ら
れ
る
。「
先
日
の
桜
花
の
咲
く
木
陰
で
の
対
面
で
は
物
足

り
な
く
思
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
も
し
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
ま
す
か
」
と
あ
る
。
お
手
紙
に
は
、「
私
の
家
の
藤

が
色
濃
く
映
え
る
今
日
の
夕
暮
れ
時
に
、
春
の
名
残
を
訪
ね
て
き
て
く
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」。

④
夕
霧
は
、
内
大
臣
か
ら
の
招
待
の
手
紙
を
頭
中
将
（
柏
木
）
よ
り
受
け

取
る
。

⑤
本
図
が
詞
書
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
も
の
な
ら
ば
、
柏
木
が
藤
に
結
ば

れ
た
内
大
臣
か
ら
の
招
待
状
を
夕
霧
へ
差
し
出
し
て
い
る
、
と
解
釈
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
物
語
本
文
で
登
場
す
る
の
は
夕
霧
と
柏
木
の
み
で
、

本
図
に
描
か
れ
た
女
性
が
誰
で
あ
る
か
判
じ
が
た
い
。
別
の
場
面
を
探
す

き
ぬ
ぎ
ぬ

と
、
夕
霧
か
ら
雲
居
の
雁
に
届
い
た
後
朝
の
文
を
父
内
大
臣
が
見
に
来

て
、
雲
居
の
雁
が
困
惑
し
て
い
る
箇
所
（
四
四
二
頁
）
で
あ
ろ
う
か
。
た

だ
し
、
そ
の
手
紙
に
藤
の
花
が
付
い
て
い
た
、
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

⑥
藤
裏
葉
の
巻
と
い
え
ば
、
内
大
臣
が
宴
に
て
夕
霧
と
雲
居
の
雁
の
結
婚

を
許
す
場
面
を
描
く
も
の
が
多
く
、
本
図
の
場
面
は
珍
し
い
。（

髙
山
卓
）

３４
若
な

上
（
第
５
図
。
№
７
）

①
す
こ
し
お
ほ
き
な
る
ね
こ
を
ひ
つ
ゝ
き
て
／
に
は
か
に
み
す
の
つ
ま
よ

り
は
し
り
／
出
る
に
人
々
を
ひ
え
さ
は
き
て
／
そ
よ
�
�
と
み
し
ろ
き
さ

ま
よ
ふ
／
け
は
ひ
と
も
を
と
な
ひ
み
ゝ
／
か
し
か
ま
し
き
こ
ゝ
ち
す

②
す
こ
し
大
き
な
る
猫
追
ひ
つ
づ
き
て
、
に
は
か
に
御
簾
の
つ
ま
よ
り
走

二
二
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り
出
づ
る
に
、
人
々
お
び
え
騒
ぎ
て
そ
よ
そ
よ
と
身
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
け

き
ぬ

は
ひ
ど
も
、
衣
の
音
な
ひ
、
耳
か
し
が
ま
し
き
心
地
す
。（
新
編
全
集
④

一
四
〇
頁
）

③
（
と
て
も
小
さ
く
か
わ
い
ら
し
い
唐
猫
の
後
を
）
少
し
大
き
な
猫
が
追

い
か
け
て
き
て
、
急
に
御
簾
の
端
か
ら
走
っ
て
出
て
き
た
と
こ
ろ
、
女
房

た
ち
が
恐
ろ
し
く
思
い
慌
て
ふ
た
め
い
て
、
ざ
わ
ざ
わ
と
身
動
き
惑
う
様

子
や
音
は
う
る
さ
く
感
じ
ら
れ
る
。

④
唐
猫
は
中
国
伝
来
の
貴
重
な
猫
な
の
で
、
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
首
に
綱

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
猫
が
大
き
い
猫
に
追
わ
れ
逃
げ
よ
う
と
し
て

綱
を
引
っ
張
る
う
ち
に
、
下
ろ
し
て
い
た
簾
の
端
が
引
き
開
け
ら
れ
、
室

内
に
い
た
女
三
の
宮
が
庭
で
蹴
鞠
を
し
て
い
た
柏
木
に
見
ら
れ
て
し
ま

う
。

⑤
物
語
で
は
女
三
の
宮
が
唐
猫
を
つ
な
ぐ
綱
を
握
っ
て
い
る
、
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
が
、
源
氏
絵
で
は
こ
の
よ
う
に
描
く
と
決
ま
っ
て
い
る
。
庭

に
い
る
貴
公
子
た
ち
の
う
ち
、
女
三
の
宮
を
垣
間
見
て
い
る
赤
色
の
狩
衣

姿
が
柏
木
、
そ
の
様
子
を
察
し
た
黄
緑
色
の
狩
衣
姿
が
夕
霧
で
あ
ろ
う

か
。
手
前
に
い
る
三
人
の
女
房
た
ち
は
蹴
鞠
に
見
入
っ
て
い
て
、
柏
木
の

垣
間
見
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

⑥
本
図
は
よ
く
描
か
れ
た
名
場
面
で
あ
り
、
⑤
で
夕
霧
は
黄
緑
色
の
狩
衣

姿
と
推
測
し
た
。
し
か
し
物
語
で
は
夕
霧
は
「
桜
の
直
衣
」
を
着
用
し
、

蹴
鞠
に
興
じ
る
貴
公
子
た
ち
は
冠
を
付
け
て
い
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
源
氏
絵
で
も
夕
霧
・
柏
木
た
ち
は
冠
に
桜
の
直
衣
姿
に
描

か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
図
の
よ
う
な
狩
衣
姿
は
従
者
の
衣
装
に
な
る
。

（
髙
山
卓
）

３５
﹇
若
菜
下
﹈（
第
１９
図
。
№
２１
）

①
た
れ
か
ま
た
／
こ
ゝ
ろ
を
し
り
て
／
住
よ
し
の
／
神
代
を
へ
た
る
／
□

□
□
□
と
ゝ
ふ
／
御
た
ゝ
う
か
み
に
書
給
へ
り

②

た
れ
か
ま
た
心
を
知
り
て
住
吉
の
神
世
を
経
た
る
松
に
こ
と
問
ふ

御
畳
紙
に
書
き
た
ま
へ
り
。（
新
編
全
集
④
一
七
二
頁
）

③

（
私
と
あ
な
た
以
外
の
）
い
っ
た
い
誰
が
ま
た
（
住
吉
詣
の
）
真

の
理
由
を
知
っ
て
い
て
、
住
吉
の
神
代
か
ら
長
い
時
を
経
た
松
に

声
を
か
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（
源
氏
は
）
懐
中
の
紙
に
お
書
き
に
な
っ
た
。

④
明
石
の
女
御
腹
の
皇
子
（
源
氏
の
孫
）
が
東
宮
に
立
ち
、
源
氏
は
明
石

一
族
が
信
仰
し
て
い
た
住
吉
の
神
の
ご
利
益
ゆ
え
と
思
う
。
源
氏
た
ち
は

願
ほ
ど
き
に
住
吉
に
参
り
、
明
石
の
女
御
の
実
母
と
祖
母
が
乗
る
車
に
、

そ
っ
と
和
歌
を
し
た
た
め
た
畳
紙
を
渡
し
た
。

⑤
庭
に
は
紅
梅
と
松
、
直
衣
姿
の
男
君
の
手
元
に
は
紅
梅
の
枝
に
結
ば
れ

た
手
紙
と
硯
箱
が
あ
る
。
こ
の
柄
の
白
い
直
衣
は
、
源
氏
が
よ
く
着
て
い

る
（
第
２９
３２
３６
４０
４１
帖
）。

な
か

⑥
詞
書
に
記
さ
れ
た
住
吉
参
詣
は
「
十
月
中
の
十
日
」（
一
七
一
頁
）
で

あ
る
が
、
絵
に
描
か
れ
た
紅
梅
は
咲
い
て
い
て
季
節
が
合
わ
ず
、
詞
書
と

二
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絵
は
一
致
し
な
い
。
和
歌
で
は
住
吉
の
社
と
い
え
ば
松
が
よ
く
詠
ま
れ
る

の
で
、
松
つ
な
が
り
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
か
。
本
図
と
４２
匂
宮
の
共
通
点

と
し
て
庭
の
梅
、
室
内
に
座
る
直
衣
姿
の
男
君
、
そ
の
前
に
置
か
れ
た
結

び
文
と
硯
箱
の
ほ
か
巻
名
の
欠
落
、
絵
と
詞
書
が
齟
齬
す
る
点
も
挙
げ
ら

れ
る
。

（
浦
野
洋
紀
）

３６
柏
木
（
第
６
図
。
№
８
）

①
た
か
世
に
か
／
た
ね
を
ま
き
し
と
／
人
と
は
ゝ
／
い
か
ゝ
い
は
ね
の
／

松
は
こ
た
へ
む

②
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む

（
新
編
全
集
④
三
二
五
頁
）

③
誰
が
こ
の
世
に
種
を
蒔
い
た
の
だ
ろ
う
と
人
が
尋
ね
た
ら
、
岩
根
の
松

は
な
ん
と
答
え
る
で
し
ょ
う
か
。

④
源
氏
は
女
三
の
宮
に
、
薫
を
見
捨
て
て
ま
で
出
家
し
た
こ
と
に
対
し
て

嫌
味
な
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。
薫
の
父
は
源
氏
だ
と
世
間
で
は
思
わ
れ
て

い
る
が
実
父
は
柏
木
で
、
和
歌
の
「
松
」
は
薫
を
暗
示
す
る
。

⑤
薫
が
生
ま
れ
て
五
十
日
に
な
る
祝
い
の
日
、
源
氏
は
出
家
し
た
女
三
の

宮
の
も
と
を
訪
れ
、
薫
を
抱
き
上
げ
な
が
ら
柏
木
や
女
三
の
宮
に
対
す
る

憎
し
み
や
哀
れ
み
の
間
で
揺
れ
動
き
感
慨
に
ふ
け
る
。
女
三
の
宮
は
几
帳

に
挟
ま
れ
、
源
氏
か
ら
顔
を
背
け
て
い
る
。

⑥
「
誰
が
世
に
か
」
の
和
歌
は
祝
宴
が
終
わ
り
女
房
た
ち
が
几
帳
な
ど
に

姿
を
隠
し
た
後
、
源
氏
と
女
三
の
宮
、
薫
だ
け
が
い
る
部
屋
の
中
で
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
図
は
源
氏
の
前
に
女
房
た
ち
が
控
え
て
い
る
の

で
、
和
歌
が
詠
ま
れ
る
少
し
前
の
場
面
、
す
な
わ
ち
乳
母
た
ち
を
召
し
出

し
て
薫
を
抱
き
か
か
え
た
箇
所
（
三
二
二
頁
）
か
。
女
三
の
宮
は
尼
姿
に

見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
剃
髪
す
る
僧
侶
が
惜
し
ん
で
短
く
切
ら
な
か
っ
た

に
び
い
ろ

か
ら
、
ま
た
「
鈍
色
」（
濃
い
ね
ず
み
色
）
の
衣
を
重
ね
た
上
に
「
黄
が

ち
な
る
今
様
色
な
ど
」
を
着
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
三
二
一
頁
）。

（
芦
野
陽
子
）

３７
よ
こ
ふ
え
（
第
３
図
。
№
５
）

①
横
笛
の
／
し
ら
へ
は
こ
と
に
／
か
は
ら
ぬ
を
／
む
な
し
く
な
り
し
／
ね

こ
そ
／
つ
き
せ
ね

②
横
笛
の
調
べ
は
こ
と
に
か
は
ら
ぬ
を
む
な
し
く
な
り
し
音
こ
そ
つ
き
せ

ね
（
新
編
全
集
④
三
五
七
頁
）

③
横
笛
の
調
子
は
昔
と
特
に
変
わ
ら
な
い
の
で
、
今
は
亡
き
故
人
（
柏

木
）
の
奏
で
た
音
色
が
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
な
い
で
し
ょ
う
。

④
夕
霧
（
源
氏
の
子
息
）
が
亡
き
親
友
（
柏
木
）
の
正
妻
（
落
葉
の
宮
）

を
見
舞
っ
た
際
、
柏
木
遺
愛
の
品
で
あ
る
横
笛
を
贈
ら
れ
詠
ん
だ
和
歌
。

⑤
夕
霧
が
柏
木
の
遺
品
で
あ
る
横
笛
を
試
み
に
吹
き
鳴
ら
し
、
隣
室
で
は

一
条
御
息
所
と
落
葉
の
宮
の
親
子
が
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
て
い
る
。
奥
に
い

る
の
が
落
葉
の
宮
。
手
前
の
尼
削
ぎ
姿
が
母
の
一
条
御
息
所
で
、
裳
を
着

用
し
て
い
る
の
は
皇
女
で
あ
る
娘
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
。

二
四
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⑥
本
図
と
同
じ
場
面
を
採
り
上
げ
た
作
品
は
他
に
も
あ
る
が
、
本
図
の
描

き
方
は
独
特
で
あ
る
。
物
語
本
文
に
よ
る
と
琴
の
合
奏
は
夕
霧
が
訪
れ
た

と
き
、
夕
霧
が
横
笛
を
吹
く
の
は
帰
る
間
際
で
時
間
帯
が
異
な
る
。
本
図

で
合
奏
と
独
奏
が
同
時
に
描
か
れ
た
の
は
異
時
同
図
法
か
、
あ
る
い
は
源

氏
絵
で
は
こ
の
よ
う
な
構
図
が
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
髙
山
卓
）

３８
鈴
む
し
（
第
７
図
。
№
９
）

①
き
ん
の
御
こ
と
め
し
て
／
め
つ
ら
し
く
ひ
き
給
／
宮
御
す
ゝ
ひ
き
を
こ

た
り
／
給
て
御
こ
と
に
猶
こ
ゝ
ろ
／
い
れ
た
ま
ふ

き
ん

こ
と

②
琴
の
御
琴
召
し
て
、
め
づ
ら
し
く
弾
き
た
ま
ふ
。
宮
の
御
数
珠
引
き
怠

こ
と

り
た
ま
ひ
て
、
御
琴
に
な
ほ
心
入
れ
た
ま
へ
り
。（
新
編
全
集
④
三
八
二

頁
）

き
ん

こ
と

③
（
源
氏
は
）
琴
の
お
琴
を
取
り
寄
せ
な
さ
り
、
す
ば
ら
し
く
お
弾
き
に

な
る
。
女
三
の
宮
は
お
数
珠
を
繰
る
こ
と
を
お
忘
れ
に
な
り
、（
出
家
し

た
今
も
）
お
琴
の
音
色
に
や
は
り
夢
中
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。

き
ん

こ
と

④
中
秋
の
名
月
の
夕
暮
れ
、
源
氏
は
女
三
の
宮
の
も
と
を
訪
れ
琴
の
琴
を

演
奏
す
る
。
そ
の
琴
は
源
氏
物
語
で
は
限
ら
れ
た
貴
人
し
か
演
奏
し
な
い

特
別
な
楽
器
で
あ
り
、
か
つ
て
源
氏
が
女
三
の
宮
に
手
ほ
ど
き
し
て
い
た

思
い
出
深
い
も
の
で
あ
る
。

⑤
女
三
の
宮
は
尼
削
ぎ
で
、
室
内
も
仏
画
が
飾
ら
れ
花
が
供
え
ら
れ
て
い

る
。

⑥
当
場
面
は
源
氏
絵
に
多
く
見
ら
れ
、
３６
柏
木
の
絵
も
源
氏
が
女
三
の
宮

の
部
屋
に
い
る
。
し
か
し
本
図
が
女
三
の
宮
の
姿
も
部
屋
の
し
つ
ら
い
も

出
家
人
ら
し
い
の
に
対
し
て
、
３６
柏
木
は
俗
人
の
よ
う
に
見
え
る
点
が
異

な
る
。

（
芦
野
陽
子
）

３９
夕
き
り
（
第
１５
図
。
№
１７
）

①
鹿
の
い
と
い
た
う
な
く
を
／
我
お
と
ら
め
や
と
て
／
里
遠
み
を
の
ゝ
し

の
は
ら
／
分
て
来
て
／
わ
れ
も
し
か
こ
そ
／
こ
ゑ
も
お
し
ま
ね

②
鹿
の
い
と
い
た
く
な
く
を
、「
我
お
と
ら
め
や
」
と
て
、

里
遠
み
小
野
の
篠
原
わ
け
て
来
て
わ
れ
も
し
か
こ
そ
声
も
惜
し
ま

ね
（
新
編
全
集
④
四
五
一
頁
）

③
男
鹿
が
た
い
そ
う
甚
だ
し
く
鳴
く
の
で
、「（
女
鹿
を
恋
う
想
い
に
）
私

も
劣
る
だ
ろ
う
か
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
（
お
詠
み
に
な
る
）。

人
里
遠
く
小
野
の
篠
原
を
分
け
て
来
て
、
私
も
鹿
と
同
じ
よ
う
に

こ
の
よ
う
に
声
も
惜
し
ま
ず
泣
い
て
い
ま
す
。

④
小
野
に
あ
る
山
荘
を
訪
ね
た
夕
霧
は
侍
女
の
少
将
の
君
に
、
落
葉
の
宮

へ
の
想
い
を
伝
え
る
。

⑤
当
巻
の
名
場
面
で
、
夕
霧
は
簀
子
に
立
っ
て
秋
の
夕
日
に
扇
を
か
ざ

し
、
田
ん
ぼ
に
は
鹿
が
鳴
き
、
滝
が
流
れ
て
と
物
語
の
通
り
に
描
か
れ
て

い
る
。
室
内
に
い
る
の
は
少
将
の
君
で
あ
ろ
う
。

⑥
少
将
の
君
は
物
語
本
文
に
よ
る
と
、「
鈍
色
の
几
帳
を
簾
の
つ
ま
よ
り

二
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す
こ
し
押
し
出
で
て
、
裾
を
ひ
き
そ
ば
め
つ
つ
ゐ
た
り
。」（
四
四
九
頁
）

と
あ
る
が
、
本
図
に
は
几
帳
も
簾
も
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
姿
は
露
わ
に
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
少
将
の
君
の
衣
装
に
つ
い
て
本
文
で
は
、「
衣
の
色

つ
る
ば
み

も
ぎ
ぬ

か
さ
ね

こ
う
ち
き

い
と
濃
く
て
、
橡
の
喪
衣
一
襲
、
小
袿
着
た
り
。」（
四
四
九
頁
）
と
あ

り
、
本
図
で
は
赤
い
小
袿
の
下
に
橡
色
（
濃
い
ね
ず
み
色
）
の
衣
が
見
え

る
。
牡
鹿
が
牝
鹿
を
恋
い
慕
い
高
ら
か
に
鳴
く
様
が
描
か
れ
、
夕
霧
も
ま

た
落
葉
の
宮
へ
の
想
い
を
詠
む
。
寄
り
添
う
つ
が
い
の
鹿
と
は
逆
に
、
落

葉
の
宮
は
亡
夫
の
親
友
で
あ
る
夕
霧
に
な
か
な
か
心
を
開
く
こ
と
が
な

い
。

（
中
村
梨
恵
子
）

４０
御
の
り
（
第
２０
図
。
№
２２
）

①
院
は
い
と
か
き
り
な
し
と
み
た
て
ま
つ
り
／
給
て
た
ゝ
大
か
た
の
御
し

つ
ら
ひ
／
な
に
か
の
こ
と
は
か
り
を
な
ん
い
と
な
ま
せ
／
給
け
る
か
く
人

（
マ
マ
）

ま
ひ
人
な
と
の
／
こ
と
は
大
将
の
君
よ
り
／
わ
き
て
つ
か
ふ
ま
つ
り
給

②
院
は
い
と
限
り
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
た
だ
お
ほ
か
た
の

御
し
つ
ら
ひ
、
何
か
の
こ
と
ば
か
り
を
な
ん
営
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。
楽

人
、
舞
人
な
ど
の
こ
と
は
、
大
将
の
君
、
と
り
わ
き
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま

ふ
。（
新
編
全
集
④
四
九
五
頁
）

③
院
（
源
氏
）
は
（
紫
の
上
の
用
意
を
）
こ
の
上
な
い
と
拝
見
な
さ
れ

て
、
た
だ
大
体
の
設
え
や
何
か
の
こ
と
ぐ
ら
い
を
お
世
話
な
さ
れ
た
。
楽

人
や
舞
人
な
ど
の
こ
と
は
、
大
将
の
君
（
夕
霧
）
か
ら
弁
え
て
お
世
話
さ

れ
る
。

④
三
月
十
日
、
紫
の
上
発
願
の
法
華
経
千
部
が
二
条
邸
で
供
養
さ
れ
る
。

死
期
を
悟
っ
て
い
た
紫
の
上
は
、
何
を
見
て
も
こ
れ
が
見
納
め
と
感
慨
に

ふ
け
っ
た
。

⑤
花
盛
り
の
折
、
一
晩
中
、
読
経
や
楽
器
の
音
が
響
く
中
、
夜
明
け
方
に

な
り
蘭
陵
王
の
舞
も
終
り
に
近
づ
き
佳
境
を
迎
え
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
、

当
巻
を
代
表
す
る
名
場
面
。
大
勢
の
人
々
が
参
集
し
た
が
、
源
氏
絵
で
は

源
氏
と
紫
の
上
だ
け
、
ま
た
は
本
図
の
よ
う
に
二
人
の
女
房
を
付
け
添
え

る
程
度
で
あ
る
。
女
房
の
一
人
は
背
を
向
け
、
そ
の
表
情
は
窺
え
な
い

が
、
う
つ
む
い
た
姿
に
は
悲
哀
感
が
漂
う
。
ま
た
、
紫
の
上
も
う
な
だ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、
源
氏
が
紫
の
上
の
方
を
向
い
た
ま
ま
、

顔
だ
け
動
か
し
て
舞
を
見
て
い
る
の
は
、
紫
の
上
へ
の
思
い
の
表
れ
で
あ

ろ
う
。
蘭
陵
王
の
特
徴
的
な
仮
面
や
衣
装
は
、
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
。

⑥
詞
書
と
絵
と
で
は
同
じ
催
し
を
扱
っ
て
は
い
て
も
、
時
間
帯
は
異
な

る
。
詞
書
は
法
会
の
準
備
、
絵
は
行
事
が
終
わ
る
頃
で
、
こ
の
く
い
違
い

は
荘
厳
で
華
麗
な
催
し
と
そ
の
主
催
者
で
あ
る
紫
の
上
の
悲
哀
と
の
対

比
、
あ
る
い
は
並
ん
で
座
っ
て
い
て
も
紫
の
上
の
心
労
と
そ
れ
に
気
づ
け

な
い
源
氏
と
の
心
理
的
距
離
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
の
左

下
を
横
切
る
斜
線
と
、
そ
れ
と
直
角
に
交
差
す
る
高
欄
の
構
図
は
３５
若
菜

下
と
同
じ
で
、
庭
を
見
る
男
君
も
両
図
と
も
白
い
直
衣
に
紺
の
指
貫
で
あ

る
。
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（
浦
野
洋
紀
）

４１
ま
ほ
ろ
し
（
第
１７
図
。
№
１９
）

①
導
師
の
ま
か
つ
る
を
お
ま
へ
に
／
め
し
て
さ
か
つ
き
な
と
つ
ね
の
／
さ

ほ
う
よ
り
も
さ
し
わ
か
せ
／
こ
と
に
ろ
く
な
と
／
給
は
す

②
導
師
の
ま
か
づ
る
を
御
前
に
召
し
て
、
盃
な
ど
常
の
作
法
よ
り
も
、
さ

し
分
か
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
と
に
禄
な
ど
賜
す
。（
新
編
全
集
④
五
四
八
頁
）

③
導
師
が
退
出
す
る
の
を
（
源
氏
は
）
御
前
に
お
呼
び
に
な
っ
て
、
お
盃

を
賜
う
な
ど
も
い
つ
も
の
し
き
た
り
よ
り
も
特
別
に
丁
寧
に
し
て
、
格
別

に
禄
な
ど
を
お
与
え
に
な
る
。

お
ぶ
つ
み
ょ
う

④
年
末
の
御
仏
名
（
そ
の
年
の
罪
障
を
懺
悔
す
る
法
会
）
の
導
師
を
、
源

氏
は
こ
の
法
会
を
催
す
の
も
こ
れ
が
最
後
だ
と
思
い
、
例
年
よ
り
も
丁
重

に
ね
ぎ
ら
う
。

⑤
本
図
の
左
上
、
僧
衣
を
着
て
左
手
に
盃
を
持
っ
て
い
る
の
が
導
師
、
右

側
の
白
い
直
衣
姿
が
源
氏
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
前
に
は
盃
を
載
せ
た

さ
ん
ぼ
う

な
が
え

ち
ょ
う
し

三
方
、
赤
い
衣
を
着
た
男
の
前
に
は
酒
を
注
ぐ
長
柄
の
銚
子
が
置
か
れ
て

い
る
。
図
の
左
下
に
い
る
人
物
は
、
大
勢
の
参
列
者
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

⑥
紫
の
上
を
失
い
、
源
氏
が
い
よ
い
よ
出
家
の
決
意
を
固
め
準
備
を
進
め

る
中
、
源
氏
主
催
の
御
仏
名
が
開
か
れ
、
こ
れ
を
最
後
に
源
氏
は
物
語
か

ら
退
場
す
る
。
源
氏
の
も
と
を
人
々
が
訪
れ
た
久
々
の
賑
わ
い
と
は
裏
腹

に
、
源
氏
の
孤
独
が
際
立
つ
。

（
中
村
梨
恵
子
）

４２
﹇
匂
宮
﹈（
第
１２
図
。
№
１４
）

①
お
ま
へ
ち
か
き
梅
の
／
い
と
い
た
く
ほ
こ
ろ
ひ
た
る
／
匂
ひ
の
さ
と
打

散
わ
た
れ
る
／
に
れ
い
の
中
将
の
御
か
ほ
り
／
い
と
ゝ
し
く
も
て
は
や
／

さ
れ
て
い
ひ
し
ら
れ
す

②
御
前
近
き
梅
の
い
と
い
た
く
ほ
こ
ろ
び
こ
ぼ
れ
た
る
匂
ひ
の
さ
と
う
ち

散
り
わ
た
れ
る
に
、
例
の
、
中
将
の
御
薫
り
の
い
と
ど
し
く
も
て
は
や
さ

れ
て
、
い
ひ
知
ら
ず
な
ま
め
か
し
。（
新
編
全
集
⑤
三
四
頁
）

③
お
部
屋
に
近
い
梅
の
た
い
そ
う
美
し
く
咲
き
ほ
こ
ろ
び
た
花
の
匂
い

が
、
さ
っ
と
あ
た
り
に
広
が
る
と
、
例
に
よ
っ
て
中
将
（
薫
の
君
）
の
御

薫
り
が
い
っ
そ
う
引
き
立
っ
て
、
何
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

④
源
氏
が
生
前
に
建
て
た
六
条
院
で
宴
会
が
開
か
れ
、
薫
の
君
も
招
待
さ

れ
た
。

⑤
男
君
の
前
に
は
硯
箱
と
手
紙
が
置
か
れ
、
そ
の
前
に
は
二
人
の
男
が
座

し
て
い
る
。

⑥
詞
書
は
梅
薫
る
下
で
の
宴
を
描
写
す
る
が
、
絵
に
盃
な
ど
は
見
ら
れ
ず

酒
宴
の
場
面
と
は
考
え
に
く
く
、
詞
書
と
絵
は
一
致
し
な
い
。
本
図
は

「
白
き
御
衣
ど
も
を
着
」
た
源
氏
が
「
白
き
紙
」
に
和
歌
を
書
き
「
梅
に

つ
け
」
て
女
三
の
宮
に
送
っ
た
箇
所
（
若
菜
上
の
巻
、
新
編
全
集
④
七
一

頁
）
か
。
そ
の
作
例
は
浄
土
寺
本
扇
面
に
あ
る
が
、
浄
土
寺
本
は
物
語
本

文
に
合
わ
せ
て
源
氏
は
「
花
を
ま
さ
ぐ
り
」、
庭
に
は
「
鶯
の
若
や
か
に
、

近
き
紅
梅
の
末
に
う
ち
鳴
き
た
る
」
を
描
く
。
本
図
は
白
梅
で
鶯
は
い

二
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ず
、
男
君
は
何
も
手
に
し
て
い
な
い
。
本
図
の
構
図
は
３５
若
菜
下
に
似
る

が
、
そ
れ
も
詞
書
に
巻
名
が
な
く
絵
の
場
面
は
特
定
し
が
た
い
。
２９
行
幸

の
絵
は
白
い
直
衣
姿
の
源
氏
に
黄
緑
色
の
狩
衣
を
着
た
勅
使
が
雉
を
捧

げ
、
赤
い
狩
衣
姿
が
簀
子
に
控
え
、
そ
の
三
人
の
配
置
も
衣
の
色
も
本
図

に
似
る
。

（
小
林
芙
美
）

４３
紅
梅
（
第
１３
図
。
№
１５
）

①
お
ま
へ
の
花
心
は
へ
あ
り
て
み
ゆ
め
り
／
兵
部
卿
宮
内
に
／
お
は
す
な

り
一
え
た
お
り
て
／
ま
い
れ
し
る
人
そ
／
し
る
と
て

う

ち

②
「
御
前
の
花
、
心
ば
へ
あ
り
て
見
ゆ
め
り
。
兵
部
卿
宮
内
裏
に
お
は
す

な
り
。
一
枝
折
り
て
ま
ゐ
れ
。
知
る
人
ぞ
知
る
」
と
て
（
新
編
全
集
⑤
四

七
頁
）

③
（
大
納
言
は
）「
お
庭
の
花
は
風
情
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
兵
部
卿

宮
は
宮
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
だ
。
一
枝
折
っ
て
差
し
上
げ
よ
。『
知

る
人
ぞ
知
る
』
と
い
う
も
の
」
と
言
っ
て

④
大
納
言
が
子
息
の
若
君
に
、「
一
枝
の
紅
梅
を
宮
中
に
い
る
匂
宮
に
届

け
る
よ
う
に
」
と
言
う
。

⑤
物
語
本
文
で
は
大
納
言
が
「
花
折
ら
せ
て
」（
四
八
頁
）
と
あ
る
が
、

絵
で
は
大
納
言
自
ら
紅
梅
の
枝
を
握
っ
て
折
り
取
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。

⑥
若
君
は
殿
上
童
で
、
ま
だ
元
服
し
て
い
な
い
。
絵
に
描
か
れ
た
少
年
は

刀
を
差
し
て
い
る
が
、
源
氏
絵
に
登
場
す
る
貴
族
の
子
供
は
刀
を
持
た
な

い
。
こ
と
に
よ
る
と
若
君
で
は
な
く
、
貴
人
に
従
う
童
で
あ
ろ
う
か
。
本

図
は
紅
梅
、
前
巻
の
図
は
白
梅
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

（
小
林
芙
美
）

４４
竹
河
（
第
１
図
。
№
３
）

①
さ
く
ら
を
か
け
物
に
て
／
三
は
ん
に
か
す
ひ
と
つ
か
ち
／
給
／
は
ん
か

た
に
花
を
／
よ
せ
て
と
／
た
は
ふ
れ
か
は
し
／
き
こ
え
給

②
桜
を
賭
け
物
に
て
、「
三
番
に
数
一
つ
勝
ち
た
ま
は
む
方
に
花
を
寄
せ

て
ん
」
と
戯
れ
か
は
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。（
新
編
全
集
⑤
七
九
頁
）

③
桜
を
賭
け
物
に
し
て
、「（
囲
碁
の
）
三
番
勝
負
で
、
二
番
勝
た
れ
た
方

に
花
を
譲
っ
て
」
と
、
冗
談
を
申
し
交
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

④
二
人
の
姉
妹
が
、
庭
の
桜
を
賭
け
物
に
し
て
碁
を
打
つ
。

⑤
室
内
に
て
碁
を
打
つ
二
人
の
姫
君
を
、
蔵
人
少
将
が
垣
間
見
て
い
る
。

彼
は
姉
君
に
求
婚
し
て
い
た
が
、
姉
妹
の
母
君
（
玉
鬘
）
は
取
り
合
わ
な

か
っ
た
。
桜
は
満
開
で
、
そ
の
様
は
和
歌
で
見
立
て
ら
れ
た
白
雲
の
よ
う

で
あ
る
。

⑥
古
く
は
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
描
か
れ
た
、
当
巻
を
代
表
す
る
名
場

面
で
あ
る
。
物
語
本
文
に
は
「
廊
の
戸
の
開
き
た
る
に
、
や
を
ら
寄
り
て

の
ぞ
き
け
り
。」（
渡
り
廊
下
の
戸
が
開
い
て
い
る
の
で
、
少
将
は
そ
っ
と

近
寄
っ
て
の
ぞ
い
た
。）
と
あ
る
が
、
本
図
で
は
巻
き
上
げ
ら
れ
た
御
簾

の
隙
間
か
ら
見
て
い
る
。
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
も
簾
越
し
で
、
本
文
と
は
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異
な
る
描
き
方
が
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
碁
石
を
入
れ
た

器
は
碁
盤
の
上
に
あ
る
の
で
、
勝
負
を
始
め
る
前
か
後
で
あ
ろ
う
。

（
岩
坪
健
）

４５
橋
ひ
め
（
第
２１
図
。
№
２３
）

①
有
明
の
月
の
ま
た
夜
ふ
か
く
さ
し
／
出
る
ほ
と
に
出
た
ち
て
い
と
忍
ひ

て
／
御
と
も
に
人
な
と
も
な
く
て
や
つ
れ
／
お
は
し
け
り
河
の
こ
な
た
な

れ
は
／
舟
な
と
も
わ
つ
ら
は
て
／
御
馬
に
て
な
り
け
り

②
有
明
の
月
の
ま
だ
夜
深
く
さ
し
出
づ
る
ほ
ど
に
出
で
立
ち
て
、
い
と
忍

び
て
、
御
供
に
人
な
ど
も
な
く
、
や
つ
れ
て
お
は
し
け
り
。
川
の
こ
な
た

な
れ
ば
、
舟
な
ど
も
わ
づ
ら
は
で
、
御
馬
に
て
な
り
け
り
。（
新
編
全
集

⑤
一
三
五
頁
）

③
（
薫
は
）
有
明
の
月
が
、
ま
だ
夜
が
深
く
、
さ
し
上
る
頃
に
出
立
し

て
、
た
い
そ
う
お
忍
び
で
、
お
供
に
人
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
身
を

や
つ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。（
行
き
先
の
八
の
宮
邸
は
）
宇
治
川
の
こ

ち
ら
岸
な
の
で
、
舟
な
ど
の
面
倒
も
な
く
、
御
馬
で
（
行
か
れ
る
の
で
）

あ
っ
た
。

④
薫
は
宇
治
に
住
む
八
の
宮
か
ら
法
話
を
聞
く
た
め
、
以
前
か
ら
通
っ
て

い
た
が
、
牛
車
で
は
目
立
つ
た
め
馬
で
行
く
。

⑤
右
上
に
は
酸
化
し
て
黒
ず
ん
で
い
る
が
銀
泥
で
描
か
れ
た
有
明
の
月
、

そ
の
下
に
は
宇
治
川
に
か
か
る
宇
治
橋
が
見
え
る
。
中
央
に
は
騎
乗
し
た

薫
、
先
頭
を
行
く
牛
飼
い
童
、
傘
袋
に
入
れ
た
大
傘
を
持
つ
供
の
者
た
ち

が
い
る
。
手
前
の
垣
根
の
そ
ば
に
あ
る
花
樹
は
花
の
色
や
形
状
、
葉
の
様

子
な
ど
か
ら
椿
か
山
茶
花
か
と
思
わ
れ
、「
秋
の
末
つ
方
」（
晩
秋
）
を
考

慮
す
る
と
山
茶
花
で
あ
ろ
う
。

⑥
三
人
の
従
者
の
烏
帽
子
に
は
赤
い
紐
が
付
い
て
、
顎
の
下
で
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
後
世
の
か
ぶ
り
方
で
、
平
安
時
代
の
烏
帽
子
に
は
紐
は
な

く
、
代
わ
り
に
簪
で
留
め
る
。

（
浦
野
洋
紀
）

４６
し
ゐ
か
も
と
（
第
９
図
。
№
１１
）

①
秋
の
け
し
き
を
音
羽
の
山
／
ち
か
く
風
の
を
と
も
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
／

ま
き
の
山
辺
も
わ
つ
か
に
い
ろ
／
つ
き
て
な
を
た
つ
ね
た
る
に
／
お
か
し

う
め
つ
ら
し
う
お
ほ
ゆ

②
秋
の
け
し
き
を
、
音
羽
の
山
近
く
、
風
の
音
も
い
と
冷
や
か
に
、
槙
の

山
辺
も
わ
づ
か
に
色
づ
き
て
、
な
ほ
、
た
づ
ね
来
た
る
に
、
を
か
し
う
め

づ
ら
し
う
お
ぼ
ゆ
る
を
（
新
編
全
集
⑤
一
七
八
頁
）

③
秋
の
気
配
を
、
音
羽
の
山
の
近
く
で
は
風
の
音
も
と
て
も
冷
や
や
か

で
、
槙
の
山
の
ほ
と
り
も
わ
ず
か
に
紅
葉
し
て
、
や
は
り
（
宇
治
ま
で
）

訪
れ
る
と
、
趣
深
く
素
晴
ら
し
く
感
じ
る
。

④
久
方
ぶ
り
に
宇
治
に
来
た
薫
は
、
ま
だ
都
に
は
訪
れ
て
い
な
い
秋
の
気

配
を
感
じ
る
。

⑤
都
よ
り
一
足
先
に
秋
が
訪
れ
た
宇
治
の
景
色
は
、
紅
葉
と
青
々
と
し
た

山
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
に
い
る
薫
は
ま
さ
に
夏
と
秋
の
境

二
九



目
、
都
と
宇
治
の
境
界
に
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

⑥
建
物
の
造
り
│
長
い
廊
下
、
張
り
出
し
た
舞
台
│
は
、
当
巻
や
玉
鬘
の

巻
な
ど
で
描
か
れ
る
長
谷
寺
に
似
る
の
で
、
こ
と
に
よ
る
と
別
の
場
面
の

図
を
転
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
芦
野
陽
子
）

４７
あ
け
ま
き
（
第
１８
図
。
№
２０
）

①
紅
葉
を
ふ
き
た
る
舟
の
／
か
さ
り
の
錦
と
み
ゆ
る
に
／
こ
ゑ
�
�
吹
出

る
も
の
ゝ
ね
と
も
／
風
に
つ
き
て
お
と
ろ
�
�
し
き
／
ま
て
お
ほ
ゆ

②
紅
葉
を
葺
き
た
る
舟
の
飾
り
の
錦
と
見
ゆ
る
に
、
声
々
吹
き
出
づ
る
物

の
音
ど
も
、
風
に
つ
き
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
ま
で
お
ぼ
ゆ
。（
新
編
全

集
⑤
二
九
三
頁
）

③
紅
葉
を
屋
根
に
葺
い
て
い
る
舟
の
装
飾
が
、
錦
の
よ
う
に
見
え
て
、

声
々
に
吹
き
奏
で
る
楽
器
の
音
が
風
に
乗
っ
て
響
く
の
が
、
仰
々
し
い
ほ

ど
に
思
わ
れ
る
。

④
薫
に
勧
め
ら
れ
て
、
匂
宮
は
紅
葉
狩
り
を
口
実
に
宇
治
へ
行
き
、
宇
治

川
に
舟
を
浮
か
べ
る
。
目
的
は
宇
治
に
い
る
姫
君
を
ひ
そ
か
に
訪
れ
る
こ

と
だ
が
、
付
き
従
う
者
た
ち
は
楽
器
を
奏
で
る
な
ど
楽
し
げ
で
、
匂
宮
の

本
意
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

⑤
本
図
は
詞
書
の
本
文
を
忠
実
に
絵
画
化
し
て
お
り
、
こ
の
図
様
は
江
戸

時
代
に
な
る
と
定
着
す
る
。

⑥
物
語
本
文
に
は
川
に
浮
か
ぶ
舟
を
女
房
た
ち
が
邸
宅
内
か
ら
見
る
と
あ

り
、
本
図
は
女
房
た
ち
が
見
た
光
景
を
描
い
て
い
る
。
舟
の
中
で
向
か
っ

て
右
か
ら
二
人
め
は
、
笙
を
吹
い
て
い
る
。
二
人
だ
け
烏
帽
子
で
は
な
く

冠
を
か
ぶ
り
、
正
装
の
黒
い
袍
を
着
て
い
る
の
が
薫
、
平
常
服
の
直
衣
姿

が
匂
宮
で
あ
ろ
う
。

（
浦
野
洋
紀
）

４８
さ
わ
ら
ひ
（
第
１６
図
。
№
１８
）

①
君
に
と
て
／
あ
ま
た
の
春
を
／
つ
み
し
か
は
／
つ
ね
を
わ
す
れ
ぬ
／
は

つ
わ
ら
ひ
／
な
り

②
君
に
と
て
あ
ま
た
の
春
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
初
蕨
な
り
（
新
編

全
集
⑤
三
四
六
頁
）

③
亡
き
八
の
宮
に
と
幾
度
も
の
春
に
摘
ん
で
参
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
習

わ
し
を
忘
れ
ず
に
お
届
け
す
る
初
蕨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

④
父
の
八
の
宮
に
続
き
姉
の
大
君
に
も
先
立
た
れ
嘆
き
悲
し
む
中
の
君
の

元
に
、
阿
闍
梨
か
ら
早
蕨
と
和
歌
（
詞
書
本
文
）
を
し
た
た
め
た
手
紙
が

届
く
。

⑤
本
図
の
左
上
に
阿
闍
梨
が
遣
わ
し
た
使
者
が
い
る
。
貴
女
は
几
帳
の
そ

ば
に
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
右
端
に
い
る
の
が
中
の
君
で
あ
ろ
う
。
そ

の
前
に
は
阿
闍
梨
か
ら
送
ら
れ
た
蕨
が
、
風
流
な
籠
に
入
れ
て
あ
る
。
籠

つ
く
し

の
個
数
は
物
語
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
蕨
と
土
筆
が
贈
ら
れ
た
と
あ

る
か
ら
か
本
図
の
よ
う
に
二
つ
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

⑥
本
図
で
中
の
君
と
そ
ば
に
い
る
女
房
は
喪
に
服
し
て
墨
色
の
衣
を
着
て

三
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い
る
が
、
も
う
一
人
の
上
着
は
赤
い
。
こ
れ
は
当
時
、
亡
き
人
と
の
関
係

（
縁
故
な
ど
）
が
薄
い
と
喪
服
の
色
も
薄
か
っ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
江
戸

時
代
に
な
る
と
源
氏
絵
は
婚
礼
調
度
の
一
つ
に
な
り
華
や
か
さ
が
好
ま
れ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
村
梨
恵
子
）

４９
や
と
り
木
（
第
２
図
。
№
４
）

①
三
は
ん
に
数
ひ
と
つ
ま
け
さ
せ
給
ぬ
／
ね
た
き
わ
さ
か
な
と
て
ま
つ
け

ふ
は
／
こ
の
花
一
え
た
ゆ
る
す
と
の
た
ま
は
／
す
れ
は
御
い
ら
へ
き
こ
え

さ
せ
て
／
お
り
て
お
も
し
ろ
き
え
た
を
／
お
□
□
□
□
り
給
ふ

②
三
番
に
数
一
つ
負
け
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。「
ね
た
き
わ
ざ
か
な
」
と
て
、

「
ま
づ
、
今
日
は
、
こ
の
花
一
枝
ゆ
る
す
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
御
答

へ
聞
こ
え
さ
せ
で
、
下
り
て
お
も
し
ろ
き
枝
を
折
り
て
参
り
た
ま
へ
り
。

（
新
編
全
集
⑤
三
七
八
頁
）

③
（
帝
と
薫
が
三
番
碁
を
打
ち
）
帝
は
三
番
の
対
局
の
う
ち
一
番
お
負
け

越
し
に
な
ら
れ
た
。
帝
が
「
悔
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、「
ひ
と
ま
ず
の
と
こ
ろ
、
今
日
は
こ
の
花
（
菊
）
一
枝
を
（
賭
け
物

と
し
て
取
る
こ
と
を
）
許
そ
う
」
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
、（
薫
は
）
ご
返

事
を
申
し
上
げ
ず
に
庭
へ
下
り
て
趣
あ
る
枝
を
折
り
、（
帝
の
御
前
に
）

参
り
な
さ
る
。

④
帝
が
薫
と
の
三
番
碁
に
負
け
（
帝
の
一
勝
二
敗
）、
薫
に
賭
け
物
と
し

て
菊
を
一
枝
採
る
こ
と
を
許
す
。
そ
れ
は
帝
の
娘
（
女
二
の
宮
）
と
薫
と

の
結
婚
を
許
可
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

う
ん
げ
ん
べ
り

⑤
対
局
の
後
、
負
け
た
帝
は
繧
繝
縁
の
畳
に
座
り
、
勝
っ
た
薫
は
菊
を
折

り
に
庭
へ
下
り
て
い
る
。

⑥
本
図
は
宿
木
の
巻
で
よ
く
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
。
ち
な
み
に
４４
竹
河

の
絵
と
は
碁
石
を
入
れ
た
二
つ
の
器
を
碁
盤
の
上
に
並
べ
て
置
く
こ
と
や

賭
け
物
が
植
物
（
桜
・
菊
）
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
結
婚
に
関
わ
る
場
面

で
あ
る
こ
と
も
共
通
す
る
。
詞
書
も
４４
竹
河
は
「
三
番
に
数
一
つ
勝

ち
」、
本
図
は
「
三
番
に
数
一
つ
負
け
」
と
似
る
。

（
髙
山
卓
）

５０
あ
つ
ま
や
（
第
８
図
。
№
１０
）

①
宮
う
ち
よ
り
ま
か
て
た
ま
ふ
／
わ
か
君
お
ほ
つ
か
な
く
お
ほ
え
／
給
け

（
な
と
カ
）

れ
は
し
の
ひ
た
る
さ
ま
□
□
も
／
れ
ゐ
な
ら
て
お
は
し
ま
す
に
さ
し
あ
ひ

て
／
を
し
と
ゝ
め
た
て
た
れ
は
ら
う
に
／
御
車
よ
せ
て
お
り
た
ま
ふ

う

ち

②
宮
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
た
ま
ふ
。
若
君
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ

け
れ
ば
、
忍
び
た
る
さ
ま
に
て
、
車
な
ど
も
例
な
ら
で
お
は
し
ま
す
に
、

さ
し
あ
ひ
て
、
押
し
と
ど
め
て
立
て
た
れ
ば
、
廊
に
御
車
寄
せ
て
下
り
た

ま
ふ
。（
新
編
全
集
⑥
五
七
頁
）

③
匂
宮
が
宮
中
か
ら
退
出
な
さ
れ
る
。
若
君
（
匂
宮
の
子
）
を
気
が
か
り

に
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
、
人
目
を
避
け
る
様
な
ど
も
、
い
つ
も
と
は
違

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
に
、（
中
将
の
君
の
牛
車
と
）
ば
っ
た
り
出

会
っ
て
、（
中
将
の
君
が
車
を
）
引
き
留
め
て
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
の
で
、

三
一



（
匂
宮
は
）
渡
り
廊
下
に
お
車
を
寄
せ
て
降
り
ら
れ
る
。

④
中
の
君
に
娘
の
浮
舟
を
託
し
て
帰
ろ
う
と
し
た
中
将
の
君
は
、
宮
中
を

退
出
し
た
匂
宮
と
遭
遇
す
る
。
匂
宮
は
中
の
君
が
半
年
前
に
産
ん
だ
男
宮

を
早
く
見
た
く
て
、
人
目
に
立
た
な
い
よ
う
に
帰
宅
し
た
た
め
、
中
将
の

君
と
出
会
っ
た
。

⑤
車
か
ら
降
り
た
匂
宮
は
二
条
院
に
入
り
、
中
の
君
に
中
将
の
君
に
つ
い

て
尋
ね
て
い
る
。

⑥
当
場
面
は
あ
ま
り
絵
画
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
珍
し
い
例
で
あ
る
。
物
語

の
上
で
は
匂
宮
が
浮
舟
を
偶
然
見
つ
け
て
言
い
寄
る
直
前
で
あ
り
、
薫
と

匂
宮
、
浮
舟
の
物
語
が
動
き
出
す
重
要
な
場
面
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
絵

の
構
図
は
同
じ
東
屋
の
巻
で
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
見
ら
れ
る
、
薫
が

浮
舟
の
隠
れ
家
で
一
夜
を
語
ら
う
場
面
（
九
〇
頁
）
に
似
る
。
舞
台
が
二

ひ
わ
だ
ぶ
き

条
院
（
源
氏
が
住
ん
で
い
た
屋
敷
）
な
ら
ば
屋
根
は
檜
皮
葺
で
、
本
作
品

で
は
例
え
ば
４０
御
法
の
よ
う
に
茶
色
で
塗
ら
れ
、
端
は
黒
線
で
縁
取
ら
れ

る
。
一
方
、
本
図
の
屋
根
は
板
葺
き
の
よ
う
で
邸
宅
に
は
見
え
ず
、
浮
舟

が
い
る
三
条
の
小
家
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

（
芦
野
陽
子
）

５１
浮
舟
（
第
１０
図
。
№
１２
）

①
た
ち
は
な
の
／
小
島
は
／
色
も
／
か
は
ら
し
を
／
こ
の
う
き
ふ
ね
そ
／

行
ゑ
し
ら
／
れ
ぬ

②
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
（
新

編
全
集
⑥
一
五
一
頁
）

③
橘
の
小
島
は
色
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
浮
舟
の
よ
う
な
私
の

身
は
ど
こ
を
行
き
来
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

④
小
舟
の
上
で
、
浮
舟
が
匂
宮
に
返
し
た
和
歌
。
橘
は
常
緑
樹
で
、
葉
の

色
は
変
わ
ら
な
い
。

⑤
雪
が
降
り
積
も
っ
た
夜
明
け
に
、
匂
宮
が
浮
舟
を
小
舟
に
乗
せ
て
宇
治

川
を
渡
る
途
中
、
中
洲
に
あ
る
橘
の
小
島
を
見
て
、
常
緑
樹
の
よ
う
に
不

変
の
愛
を
誓
う
歌
を
詠
む
。

⑥
本
図
は
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
場
面
だ
が
、
匂
宮
の
姿
が
独
特
で
あ
る
。

浮
舟
と
向
か
い
合
う
こ
と
が
多
い
が
、
本
図
は
橘
の
木
の
方
を
向
い
て
指

さ
し
、
首
だ
け
回
し
て
浮
舟
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
船
頭
と
付

き
添
い
の
女
房
な
ど
を
物
陰
に
隠
し
て
描
か
ず
、
主
役
の
二
人
に
限
る
構

図
は
よ
く
見
か
け
る
。

（
小
林
芙
美
）

詞
書
と
絵
の
色
紙
を
貼
り
付
け
た
台
紙
は
新
し
い
の
で
、
も
と
も
と
は

画
帖
か
屏
風
で
、
後
代
に
な
っ
て
残
存
す
る
も
の
を
現
行
の
よ
う
に
装
丁

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
上
下
二
冊
の
画
帖
の
場
合
、
一
冊
に
源

氏
物
語
五
四
帖
を
半
分
ず
つ
収
め
る
こ
と
が
多
く
、
下
冊
は
第
二
八
〜
五

四
帖
か
ら
な
る
。
第
二
九
帖
か
ら
第
五
一
帖
ま
で
現
存
す
る
本
作
品
は
、

下
冊
の
巻
頭
一
帖
と
巻
末
三
帖
が
欠
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

詞
書
の
筆
者
は
巻
名
を
欠
く
二
帖
（
３５
若
菜
下
・
４２
匂
宮
）
も
含
め
、
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同
一
人
物
で
近
世
中
期
頃
の
写
し
と
見
ら
れ
る
。
絵
に
つ
い
て
は
、
例
え

ば
白
い
直
衣
に
紺
色
の
指
貫
姿
が
頻
出
す
る
の
で
（
２９
行
幸
・
３２
梅
枝
・

３４
若
菜
上
・
３５
若
菜
下
・
３６
柏
木
・
４０
御
法
・
４１
幻
・
４２
匂
宮
・
４３
紅

梅
・
４４
竹
河
・
５１
浮
舟
）、
同
じ
工
房
で
制
作
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

詞
書
を
記
し
た
色
紙
に
は
金
銀
泥
で
草
花
な
ど
が
描
か
れ
、
そ
の
下
絵

は
二
三
枚
す
べ
て
異
な
り
、
連
続
す
る
図
柄
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

大
き
な
料
紙
に
花
な
ど
を
描
い
て
か
ら
色
紙
の
大
き
さ
に
切
断
し
た
の
で

は
な
く
、
最
初
か
ら
現
状
の
大
き
さ
の
色
紙
に
一
枚
ず
つ
描
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

下
絵
の
中
に
は
詞
書
や
絵
の
内
容
と
共
通
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
、
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
便
宜
上
、
詞
書
の
色
紙
に
描
か
れ
た

の
は
詞
書
絵
、
物
語
の
一
場
面
を
色
紙
に
描
い
た
の
は
物
語
絵
と
仮
称
す

る
。

○
巻
名
の
植
物
が
詞
書
に
も
書
か
れ
、
詞
書
絵
に
も
物
語
絵
に
も
描
か
れ

て
い
る
。
３０
藤
袴
・
３３
藤
裏
葉
・
４３
紅
梅
。

○
詞
書
に
記
さ
れ
た
植
物
が
、
詞
書
絵
に
も
物
語
絵
に
も
見
ら
れ
る
。
４２

匂
宮
・
４４
竹
河
。

〇
詞
書
絵
に
も
物
語
絵
に
も
同
じ
事
物
（
波
）
が
見
ら
れ
る
。
４７
総
角
。

○
巻
名
に
含
ま
れ
る
事
物
（
橋
）
が
、
詞
書
絵
に
も
物
語
絵
に
も
あ
る
。

４５
橋
姫
。

○
巻
名
に
含
ま
れ
る
事
物
（
舟
）
が
詞
書
に
記
さ
れ
、
詞
書
絵
に
も
物
語

絵
に
も
あ
る
。
５１
浮
舟
。

そ
の
ほ
か
巻
名
・
詞
書
・
物
語
絵
と
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
４０
御

法
・
５１
浮
舟
の
詞
書
絵
に
選
ば
れ
た
干
し
網
に
注
目
し
た
い
。
一
七
世
紀

に
制
作
さ
れ
た
筆
者
不
詳
の
「
網
干
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

に
は
そ
の
名
の
通
り
干
し
網
が
描
か
れ
、
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
の
解
説

に
よ
る
と
、「
干
し
網
に
よ
っ
て
、
静
寂
が
漂
う
漁
村
の
風
情
が
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
。
古
来
、
帰
路
に
つ
く
船
や
魚
網
は
、
貴
族
社
会
の
な
か
で

流
行
し
た
隠
遁
思
想
に
よ
っ
て
、
強
い
憧
憬
が
も
た
れ
た
も
の
と
さ
れ

る
。」
と
あ
る
。
御
法
の
巻
で
は
出
家
を
希
求
し
て
も
光
源
氏
の
許
可
が

下
り
ず
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
、
浮
舟
の
巻
で
は
三
角
関
係
に
悩
み
入
水
を

決
意
し
た
浮
舟
が
登
場
す
る
。
こ
の
二
人
の
厭
世
観
を
網
干
は
暗
示
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
久
松
由
美
子
氏
「
御
物
海
北
友
松
筆
網
干
図
屛

風
│
瀟
湘
八
景
か
ら
の
独
立
と
そ
の
時
代
性
│
」（「
美
術
史
」
一
二
三

号
、
昭
和
六
三
年
一
月
）
参
照
。

（
岩
坪
健
）

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、「
知
識
発
見
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
ア
プ
リ
の
開
発
と
日

本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
２０

期
研
究
会
第
３
研
究
（
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
一
年
度
）、
お
よ
び
「
近
世
か

ら
近
代
に
至
る
日
本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
と
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス

教
材
へ
の
活
用
」（
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号20

K
12565

、
二
〇
二
〇
〜
二
〇
二
三
年
度
）
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

三
三


