
二
一

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か 

─
岩
戸
落
葉
神
社
と
三
つ
の
「
小
野
」

─

中
　
　
川
　
　
照
　
　
将

一　

問
題
の
所
在

休
日
の
街
を
散
歩
し
て
い
る
と
、
時
折
、
骨
董
品
市
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
道
ば
た
に
広
げ
ら
れ
た
シ
ー
ト
の

上
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
皿
や
壺
な
ど
が
並
べ
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
な
か
な
か
な
金
額
が
書
か
れ
た
値
札
が
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た

り
す
る
。
ま
さ
か
、
こ
ん
な
道
ば
た
に
、
価
値
の
あ
る
も
の
が
あ
る
わ
け
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
値
札
の
値
段
を
見
て
い
る
と
、
も
し
か

す
る
と
、
素
人
の
わ
た
し
が
知
ら
な
い
だ
け
で
、
本
当
は
そ
れ
な
り
に
由
緒
あ
る
品
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
み
た
り
す
る
。

同
じ
よ
う
な
感
覚
は
、
街
の
中
に
あ
る
石
碑
や
建
物
を
見
た
時
に
も
起
き
た
り
す
る
。
い
か
に
も
古
そ
う
な
石
碑
・
建
物
で
あ
る
こ
と

は
一
見
し
て
わ
か
る
も
の
の
、
そ
の
時
点
で
は
、
た
だ
の
石
碑
で
あ
り
建
物
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

伝
承
・
伝
説
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
多
少
の
疑
い
は
残
り
つ
つ
も
、
な
ん
と
な
く
由
緒
あ
り
げ
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
り
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
京
都
に
は
、『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
古
跡
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
そ
の
中
に
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二

は
、
作
品
中
に
地
名
・
建
物
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
確
実
な
〝
ゆ
か
り
〟
も
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
い
か
が
わ
し
い
〝
ゆ
か
り
〟
も
あ
る
。

特
に
有
名
な
の
は
、
夕
顔
巻
で
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
夕
顔
の
墓
（
（
（

や
、
蜻
蛉
石
な
ど
の
宇
治
十
帖
の
古
跡
（
（
（

で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
書
店
で
売
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
書
籍
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
以
外
に
も
奇

妙
な
古
跡
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
岩
戸
落
葉
神
社
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
を
歩
く
』
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
落
葉
宮
ゆ
か
り
の
場
所
と
し
て
、
岩
戸
落
葉
神
社
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
神
社
は
京
都
市
北
区
小
野
岩
戸
に
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
京
都
駅
か
ら
バ
ス
で
約
一
時
間
五
分
か
か
る
場
所
に
あ
る
と
の

こ
と
。
美
し
い
写
真
も
付
け
ら
れ
て
お
り
、
い
か
に
も
『
源
氏
物
語
』
の
ゆ
か
り
の
地
ら
し
い
場
所
で
あ
る
。
落
葉
宮
と
は
、
父
は
朱
雀

院
、
母
は
一
条
御
息
所
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
り
、
柏
木
の
正
妻
と
な
っ
た
女
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
を
歩
く
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

落
葉
社
は
伝
説
に
よ
る
と
、
傷
心
の
落
葉
の
宮
の
隠
棲
地
に
ち
な
ん
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

祭
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。�

�

（「
横
笛
」『
文
学
歴
史
4　

源
氏
物
語
を
歩
く
』
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ　

二
〇
〇
八
年　

九
二
頁
（

こ
こ
で
、
ふ
と
、
あ
る
違
和
感
が
生
ま
れ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
源
氏
物
語
』
で
は
確
か
に
落
葉
宮
が
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
と
記

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
岩
戸
落
葉
神
社
が
あ
る
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
落
葉
宮
が

「
小
野
」
に
隠
棲
す
る
の
は
夕
霧
巻
の
こ
と
。
夫
柏
木
の
死
去
に
よ
り
未
亡
人
と
な
っ
た
傷
心
の
彼
女
は
、
母
一
条
御
息
所
と
と
も
に

「
小
野
」
に
隠
棲
し
た
。
そ
ん
な
彼
女
の
も
と
に
、
故
柏
木
の
親
友
で
あ
っ
た
夕
霧
が
来
訪
し
、
恋
心
を
打
ち
明
け
る
の
で
あ
っ
た
…
…

と
い
っ
た
感
じ
で
物
語
が
展
開
す
る
。
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
の
通
説
で
は
、
こ
の
夕
霧
巻
に
描
か
れ
る
「
小
野
」
は
、
愛
宕

郡
の
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
を
指
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
右
の
伝
説
の
よ
う
な
解
釈
は
見
ら
れ
な
い
。

岩
戸
落
葉
神
社
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
別
の
奇
妙
な
伝
承
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
加
納
重
文
は
、
江
戸
時
代
の
地
誌
『
山
州
名
跡

志
』
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
伝
承
を
紹
介
し
て
い
る
。



二
三

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

『
山
州
名
跡
志
』（
巻
六
（
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
落
葉
宮
な
る
小
祠
が
、「
下
村
民
居
艮
一
町
」
に
所
在
す
る
そ
う
で
あ
る
。

女
三
宮
の
霊
を
祀
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
も
理
屈
に
合
わ
ず
、
地
名
も
見
当
付
か
な
い
。
冗
談
半
分
に
紹
介
。�

�

（
加
納
重
文
「
小
野
と
比
叡
山
」『
源
氏
物
語
の
舞
台
を
訪
ね
て
』
宮
帯
出
版
社　

二
〇
一
一
年　
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『
山
州
名
跡
志
』
に
よ
る
と
、
こ
の
神
社
に
は
、
落
葉
宮
で
は
な
く
、
彼
女
の
腹
違
い
の
妹
で
あ
る
女
三
宮
を
祭
神
と
す
る
伝
承
も
あ
っ

た
ら
し
い
。
女
三
宮
と
は
、
落
葉
宮
の
夫
柏
木
と
密
通
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
女
性
で
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
特
に
有
名
な
登
場
人
物

の
一
人
で
あ
る
。
今
述
べ
た
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
落
葉
宮
と
女
三
宮
は
明
ら
か
に
別
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、『
山
州
名
跡
志
』

の
伝
説
は
、
柏
木
の
正
妻
で
あ
る
姉
落
葉
宮
と
、
柏
木
に
激
し
く
恋
慕
さ
れ
密
通
事
件
に
ま
で
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ

ン
妹
女
三
宮
を
、
同
一
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
納
論
文
が
、
こ
の
伝
承
に
触
れ
る
に
際
し
て
「
冗
談
半
分
に
紹

介
」
と
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
岩
戸
落
葉
神
社
は
、『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
〝
ゆ
か
り
〟
の
説
明
を
聞
け
ば
聞
く
ほ

ど
、
逆
に
い
か
が
わ
し
さ
が
際
立
っ
て
く
る
奇
妙
な
古
跡
だ
と
言
え
る
。
た
だ
、
わ
た
し
が
気
に
な
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、
京
都
市
北
区
の
そ
の
土
地
に
、『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
が
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
地
が
、『
源
氏

物
語
』
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
根
拠
と
論
理
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
岩
戸
落
葉
神
社
に
伝
わ
る
言
い
伝
え
は
、
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
言

い
伝
え
の
根
底
に
あ
る
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
の
根
拠
・
論
理
も
、
明
ら
か
に
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

た
だ
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
お
か
し
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
魅
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
昔
の
人
た
ち
は
ど
う
い
っ
た
情
報
を
重
要
だ
と
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し

て
い
た
の
か
。
岩
戸
落
葉
神
社
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
そ
れ
が
初
歩
的
な
誤
り
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
逆
に
、
当
時
の
『
源

氏
物
語
』
に
対
す
る
ウ
ブ
な
感
覚
や
姿
勢
を
映
し
出
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。



二
四

次
節
で
は
、
岩
戸
落
葉
神
社
の
伝
承
が
い
か
に
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
現
在
の
研
究
の
成
果
を

確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。

二　
「
小
野
」
を
め
ぐ
る
現
代
の
諸
注
釈
書
の
理
解

─
愛
宕
郡
「
小
野
」

夕
霧
巻
で
、
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」、
そ
し
て
彼
女
が
移
り
住
ん
だ
山
荘
は
「
小
野
」
の
中
の
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
は
次
の
よ
う
な
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

Ａ
山
城
国
愛
宕
郡
小
野
郷
（
和
名
抄
（。
Ｂ
現
在
こ
の
地
名
は
京
都
市
左
京
区
上
高
野
小
野
町
に
そ
の
遺
称
を
と
ど
め
る
。
一
乗
寺

修
学
院
か
ら
北
に
か
け
て
八
瀬
・
大
原
方
面
ま
で
延
び
、
鞍
馬
山
の
麓
ま
で
を
含
む
一
帯
で
あ
る
が
、
Ｃ
こ
の
山
荘
の
あ
る
の
は
修

学
院
付
近
ら
し
い
。�
（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
4
』
小
学
館　

一
九
七
四
年　

夕
霧
・
三
八
四
頁
・
頭
注
四
（

こ
の
解
説
は
、
現
在
広
く
流
通
し
て
い
る
他
の
注
釈
書
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
源
氏
物
語
評
釈
（
玉
上
評
釈
（・
新
潮
日
本
古
典
集

成
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
鑑
賞
と
基
礎
知
識
（
に
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。ま

ず
は
、
こ
の
解
説
が
、
ど
う
い
っ
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
確
認
す
る
。

右
の
「
小
野
」
に
関
す
る
解
説
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
つ
の
情
報
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
は
、『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
お
け
る
「
小

野
」
の
情
報
で
あ
る
。

◆
源
順
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
第
六
「
山
城
国
第
六
十
八
」（
承
平
［
九
三
一
～
八
］
年
間
（

愛
宕
郡　
　

蓼
倉
〈
多
天
久
良
〉　

栗
野
〈
久
留
須
乃
〉　

上
粟
田
〈
阿
波
多
〉　

大
野　

下
粟
田　

小
野
〈
乎
乃
〉　

錦
部
〈
尓
之
古



二
五

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

利
〉
八
坂
〈
也
佐
加
〉　

鳥
部
〈
止
利
倍
〉　

愛
宕
〈
於
多
木
〉　

出
雲
〈
以
都
毛
、
在
上
下
〉　

賀
茂

�

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
倭
名
類
聚
鈔
二
〇
巻
（
元
和
版
古
活
字
本
（』　

3-

［
3（
／
64
］
コ
マ
（

こ
こ
で
『
和
名
類
聚
抄
』
を
使
い
な
が
ら
、「
小
野
（
郷
（」
と
い
う
地
名
が
『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
山
城
国
愛
宕
郡
（
現
左
京
区
（
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

Ｂ
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
で
確
認
し
た
「
小
野
」
の
範
囲
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
る
。
先
の
解
説
に
「
現
在
こ
の
地
名
は
京
都
市
左
京

区
上
高
野
小
野
町
に
そ
の
遺
称
を
と
ど
め
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
「
小
野
」
の
地
名
は
わ
ず
か
な
形
で
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、「
小
野
」
は
、
愛
宕
郡
の
ど
の
あ
た
り
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
範
囲
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
先
の
解
説
に
は
Ｂ
の
情
報
の
典
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
次
の
史
料
を
踏
ま

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
3
（

。

◆
松
野
元
敬
『
扶
桑
京
華
志
』
巻
之
一
「
原
野
並
森
林
附
街
衢
」（
寛
文
五
［
一
六
六
五
］
年
（

○
小
野　

松
カ
崎
ノ
以
北
至
㆓
大
原
ニ

㆒。
皆
謂
㆓
小
野
ト

㆒。�

（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
七
二
年　

六
一
頁
（

◆
浄
慧
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
第
三
「
愛
宕
郡
三
」（
宝
暦
四
［
一
七
五
四
］
年
（

○
小
野　

古0

ノ0
郷
名
也

0

0

0

〈
小
野
村
今
高
野
〉。
小
野
ノ
郷
ハ
松
崎
・
山
端
〈
松
崎
出
戸
〉
以
上
大
原
静
原
ニ
至
テ
皆
小
野
ノ
郷
也
。

�
（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
七
二
年　

三
二
八
頁
（

ち
な
み
に
、『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
の
解
説
に
は
、「
小
野
」
に
関
し
て
「
古0

ノ0
郷
名
也

0

0

0

」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
山

城
名
跡
巡
行
志
』
が
作
ら
れ
た
宝
暦
四
年
の
時
点
に
お
い
て
は
、
既
に
「
小
野
」
は
消
滅
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
は
、
現

在
、「
小
野
」
の
地
名
が
「（
左
京
区
（
上
高
野
小
野

0

0

町
」
と
い
う
わ
ず
か
な
形
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
と
も
符
合
す
る
。



二
六

Ｃ
は
、
落
葉
宮
が
身
を
寄
せ
た
「
小
野
」
の
山
荘
の
具
体
的
な
場
所
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
Ｂ
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
小

野
」
の
範
囲
は
か
な
り
広
い
。
そ
れ
な
ら
ば
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
に
お
い
て
小
野
の
山
荘
は
「
小
野
」
の
中
の
ど
の
あ
た
り
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
「
こ
の
山
荘
の
あ
る
の
は
修
学
院
付
近
ら
し
い
」
と
い
う
解
説
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
地
理
的
特
徴
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
福
嶋
昭
治
は
、
物
語
本
文
に
基
づ
き
な
が
ら
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ

山
荘
周
辺
の
地
理
的
特
徴
を
六
つ
抽
出
し
て
い
る
（
4
（

。
福
嶋
論
文
が
指
摘
す
る
特
徴
と
対
応
す
る
本
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

特
徴
1
　
比
叡
山
の
麓
で
あ
る
。

→
御
息
所
（
＝
落
葉
宮
の
母
一
条
御
息
所
（、
も
の
の
け
に
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
小
野
と
い
ふ
わ
た
り
に
、
山
里
持
た
ま

へ
る
に
わ
た
り
た
ま
へ
り
。�

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
6
』
新
潮
社　

一
九
八
二
年　

夕
霧
・
一
二
頁
（

特
徴
2
　
松
ヶ
崎
の
山
の
端
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

→
（
京
か
ら
小
野
の
山
荘
へ
向
か
う
道
中
は
（
こ
と
に
深
き
道
な
ら
ね
ど
、
松
が
崎
の
尾
山
の
色
な
ど
も
、
さ
る
巌
な
ら
ね
ど
、
秋

の
け
し
き
つ
き
て
、
都
に
二
な
く
と
尽
く
し
た
る
家
居
に
は
、
な
ほ
あ
は
れ
も
興
も
ま
さ
り
て
ぞ
見
ゆ
る
や
。�

�

（『
同
右
』
夕
霧
・
一
三
～
四
頁
（

特
徴
3
　
山
蔭
で
は
あ
る
が
そ
れ
ほ
ど
奥
深
い
場
所
で
は
な
い
。

→
日
入
り
か
た
に
な
り
ゆ
く
に
、（
小
野
の
山
荘
か
ら
見
え
る
（
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
霧
り
わ
た
り
て
、
山
の
蔭
は
小
暗
き
こ

こ
ち
す
る
に
、
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
し
き
り
て
、
垣
ほ
に
生
ふ
る
撫
子
の
、
う
ち
な
び
け
る
色
も
を
か
し
う
見
ゆ
。�

�

（『
同
右
』
夕
霧
・
一
七
頁
（

特
徴
4
　
瀧
の
音
が
聞
こ
え
る
所
で
あ
る
。

→
（
落
葉
宮
と
夕
霧
が
対
面
し
て
い
る
小
野
の
山
荘
で
は
（
風
い
と
心
細
う
、
ふ
け
ゆ
く
夜
の
け
し
き
、
虫
の
音
も
、
鹿
の
鳴
く
音

も
、
滝
の
音
も
、
一
つ
に
乱
れ
て
艶
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
…
…�

（『
同
右
』
夕
霧
・
二
二
頁
（



二
七

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

特
徴
5
　
栗
栖
野
の
荘
園
が
近
く
に
あ
る
所
で
あ
る
。

→
（
夕
霧
は
家
来
の
左
近
将
監
に
対
し
て
（「
…
…
今
宵
こ
の
わ
た
り
（
＝
小
野
の
山
荘
（
に
と
ま
り
て
、
初
夜
の
時
果
て
む
ほ
ど

に
、
か
の
ゐ
た
る
か
た
に
も
の
せ
む
。
こ
れ
か
れ
さ
ぶ
ら
は
せ
よ
。
随
身
な
ど
の
男
ど
も
は
、
栗
栖
野
の
庄
（
＝
夕
霧
の
所
領

地
（
近
か
ら
む
、
秣
な
ど
と
り
飼
は
せ
て
、
こ
こ
に
人
あ
ま
た
声
な
せ
そ
。
…
…
」
と
の
た
ま
ふ
。�

�

（『
同
右
』
夕
霧
・
一
九
頁
（

特
徴
6
　
山
籠
も
り
の
僧
が
山
と
の
間
を
行
き
来
し
て
も
、
差
し
支
え
の
少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

→
（
落
葉
宮
の
母
一
条
御
息
所
が
小
野
の
山
荘
に
移
り
住
む
こ
と
を
決
め
た
理
由
は
（
早
う
よ
り
御
祈
り
の
師
に
て
、
も
の
の
け
な

ど
払
ひ
捨
て
け
る
律
師
、
山
籠
り
し
て
、
里
に
出
で
じ
と
誓
ひ
た
る
を
、
麓
近
く
て
、
請
じ
お
ろ
し
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
な
り
け
り
。

�

（『
同
右
』
夕
霧
・
一
二
頁
（

福
嶋
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
六
つ
の
特
徴
と
、
実
際
の
地
形
、
歴
史
史
料
、
発
掘
調
査
の
結
果
な
ど
を
照
ら
し
合
わ
し
た
上
で
、
小
野
の
山

荘
が
「
修
学
院
離
宮
・
林
丘
寺
・
曼
殊
院
の
地
域
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
先
に
引
用
し
た
日
本
古
典
文

学
全
集
の
解
説
に
あ
る
「
修
学
院
付
近
」
よ
り
も
範
囲
が
や
や
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ

う
。
な
お
、
福
嶋
論
文
以
外
の
も
の
の
中
に
は
、
逆
に
「
修
学
院
付
近
」
よ
り
も
狭
い
範
囲
を
想
定
し
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ

る
（
（
（

。
そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
に
描
か
れ
る
小
野
の
山
荘
が
、
ど
こ
ま
で
具
体
的
な
場
所
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
論
に
お
い
て
も
、
論
の
前
提
部
分
に
関
し
て
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
前
提

部
分
と
は
、
ま
ず
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
は
、『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
お
い
て
「
山
城
国
愛
宕
郡
（
現
左
京
区
（」
に
確
実
に
存
在
し
た
地

名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
そ
の
範
囲
は
「
一
乗
寺
修
学
院
か
ら
北
に
か
け
て
八
瀬
・
大
原
方
面
ま
で
延
び
、
鞍
馬
山
の
麓
ま
で
を

含
む
一
帯
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
夕
霧
巻
本
文
に
見
ら
れ
る
特
徴
（
～
6
の
す
べ
て
を
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き

た
「
小
野
」
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
わ
た
し
が
「
論
の
前
提
部
分
」
に
こ
だ
わ
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
享
受
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
夕
霧



二
八

巻
の
「
小
野
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
で
は
な
く
、
別
の
「
小
野
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
以
外
の
「
小
野
」
の
一
つ
こ
そ
が
、
本
論
冒
頭
で
触
れ
た
岩
戸

落
葉
神
社
と
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
の
第
二
の
「
小
野
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
第
二

の
「
小
野
」
と
は
、
宇
治
郡
（
現
山
科
区
（
の
「
小
野
」
で
あ
る
。

三　

夕
霧
巻
の
「
小
野
」
を
め
ぐ
る
第
二
の｢

小
野｣

─
宇
治
郡
「
小
野
」

夕
霧
巻
の
「
小
野
」
を
宇
治
郡
「
小
野
」
と
捉
え
る
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
五
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書

『
花
鳥
余
情
』
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
だ
、『
花
鳥
余
情
』
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
宇
治
郡
「
小
野
」
説
は
あ
く
ま
で
も
異
説
で
あ
り
、

正
し
い
の
は
愛
宕
郡
「
小
野
」
説
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

現
在
の
通
説
で
あ
る
愛
宕
郡
「
小
野
」
説
の
源
泉
を
辿
っ
て
い
く
と
、『
花
鳥
余
情
』
よ
り
も
百
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
た
『
河
海
抄
』

に
ま
で
行
き
着
く
。

◆
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』「
夕
霧
」（
貞
治
元
［
一
三
六
二
］
年
頃
（

り
し
の
山
こ
も
り
し
て
山
さ
と
に
い
て
し
と
ち
か
ひ
た
る
を
ふ
も
と
ち
か
く
て
さ
う
し
お
ろ
し
給
ゆ
へ
な
り
け
り

�

恵
心
僧
都
千
日
山
籠
間
に
安
養
尼
所
労
あ
り
け
る
に
、
さ
か
り
松
ま
て
お
り
あ
ひ
て
対
面
の
事
あ
り
。
摸
此
事
。
小
野
は
比
叡
坂

本
也
。
い
ま
の
大
原
也
。�

（『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店　

一
九
六
八
年　

五
一
〇
頁
（

『
河
海
抄
』
が
指
摘
す
る
「
い
ま
の
大
原
」
が
、
現
代
の
地
図
上
で
確
認
で
き
る
大
原
（
左
京
区
（
の
地
を
指
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
広
い
範
囲
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
（
6
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
の
わ
た

し
に
は
判
断
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
代
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
「
小
野
」
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。



二
九

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

少
な
く
と
も
愛
宕
郡
「
小
野
」
説
を
前
提
に
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
本
文
を
読
ん
で
い
る
現
代
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、『
河
海
抄
』

の
説
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
『
河
海
抄
』
の
説
に
修
正
を
加
え
て
い
る
の
が
『
花
鳥
余
情
』
で
あ
る
。

◆
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』「
夕
霧
」
項
（
文
明
四
［
一
四
七
二
］
年
（

を
の
と
い
ふ
所
に
山
さ
と
も
た
ま
へ
る
に
わ
た
り
給
へ
り

�

此
物
語
の
手
習
の
巻
に
「
か
の
夕
霧
の
御
や
す
所
の
お
は
せ
し
山
里
よ
り
は
今
す
こ
し
い
り
て
山
に
か
た
か
け
た
る
家
な
れ
は
」

と
あ
り
。
①
山
城
国
に
小
野
里
と
い
ふ
所
二
あ
り
。
②
宇
治
郡
に
小
野
里
あ
り
。
③
又
愛
宕
郷
に
小
野
里
あ
り
。
④
こ
の
小
野
は

愛
宕
の
名
所
也
。
ひ
え
の
山
よ
川
の
ふ
も
と
、
た
か
の
と
い
ふ
所
な
り
。�

�

（
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
『
松
永
本
花
鳥
余
情
』
桜
楓
社　

一
九
七
八
年　

二
六
〇
頁
（

『
花
鳥
余
情
』
は
、『
河
海
抄
』
の
大
原
説
に
対
し
て
④
「
た
か
の
（
高
野
（」
説
を
提
示
す
る
。『
花
鳥
余
情
』
が
言
及
し
て
い
る
「
た
か

の
」
は
、
先
に
引
用
し
た
日
本
古
典
文
学
全
集
の
解
説
に
「
現
在
こ
の
地
名
は
京
都
市
左
京
区
上
高
野
小
野
町

0

0

0

0

0

0

に
そ
の
遺
称
を
と
ど
め

る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
場
所
を
含
め
た
、
そ
の
周
辺
地
域
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
『
河
海
抄
』
説
と
同
様
に
『
花
鳥
余

情
』
説
に
関
し
て
も
、
現
在
の
注
釈
書
の
解
説
に
あ
る
「
小
野
」
よ
り
も
範
囲
が
狭
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
こ

で
は
な
い
。
①
「
山
城
国
に
小
野
里
と
い
ふ
所
二
あ
り
」
と
あ
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。『
花
鳥
余
情
』
が
記
す
と
お
り
、
山
城
国
に
「
小

野
」
と
称
さ
れ
る
土
地
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
③
愛
宕
郡
の
「
小
野
」。
も
う
一
つ
が
、
前
節
の
最
後
に
触
れ

た
②
宇
治
郡
の
「
小
野
」
な
の
で
あ
る
。

宇
治
郡
の
「
小
野
」
と
は
、
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
と
同
じ
く
『
和
名
類
聚
抄
』
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
、
由
緒
の
あ
る
土
地
と
し

て
知
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。



三
〇

◆
源
順
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
第
六
「
山
城
国
第
六
十
八
」（
承
平
［
九
三
一
～
八
］
年
間
（

宇
治
郡　
　

宇
治　

大
国　

賀
美　

岡
屋
〈
乎
加
乃
也
〉　

余
戸　

小
野
〈
乎
乃
〉　

山
科
〈
也
末
之
奈
〉　

小
栗
〈
乎
久
留
須
〉�

�

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
倭
名
類
聚
鈔
二
〇
巻
（
元
和
版
古
活
字
本
（』　

3-

［
3（
／
64
］
コ
マ
（

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
宇
治
郡
「
小
野
」
は
「
山
科
盆
地
の
南
端
に
位
置
す
る
」
と
こ
ろ
で
、
現
在
も
山
科
区
に
地
名

が
残
っ
て
い
る
。
京
都
市
営
地
下
鉄
東
西
線
の
駅
名
と
し
て
「
小
野
」
駅
（
山
科
区
勧
修
寺
東
出
町
（
が
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ

は
つ
か
み
や
す
い
。
ち
な
み
に
、Google

マ
ッ
プ
で
小
野
の
山
荘
の
想
定
地
で
あ
る
修
学
院
（
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
叡
山
電
鉄
「
修
学

院
」
駅
、
左
京
区
山
端
壱
町
田
町
と
す
る
（
か
ら
地
下
鉄
東
西
線
「
小
野
」
駅
へ
の
距
離
を
調
べ
て
み
る
と
十
一
キ
ロ
と
表
示
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
んGoogle

マ
ッ
プ
が
示
す
道
筋
は
平
安
時
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
と
宇
治
郡
の

「
小
野
」
と
い
う
二
つ
の
場
所
が
、
か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
『
花
鳥
余
情
』
は
、
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
か
ら
は
遠
く
隔

た
っ
た
、
し
か
も
夕
霧
巻
本
文
か
ら
浮
か
び
上
が
る
「
小
野
」
の
六
つ
の
特
徴
と
も
一
致
し
な
い
宇
治
郡
の
「
小
野
」
に
言
及
し
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、
④
「
こ
の
小
野
は
愛
宕
の
名
所
也
」
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
。
押
さ
え
て
お
き
た
い
の

は
「
こ
の
小
野
は

0

0

0

0

0

」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
や
逸
話
で
「
小
野
」
と
あ
る
場
合
、
宇
治
郡
の
「
小
野
」
を
指
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

0

0

「
小
野

0

0

」
は0

愛
宕
郡
の
名
所
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

『
花
鳥
余
情
』
が
書
か
れ
た
当
時
、
①
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
の
候
補
地
と
し
て
は
愛
宕
郡
「
小
野
」
説
以
外
に
、
も
う
一
つ
宇
治
郡
「
小

野
」
説
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
宇
治
郡
「
小
野
」
説
は
か
な
り
有
力
な
説
と
し
て
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
花
鳥
余
情
』

は
、
②
宇
治
郡
「
小
野
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
④
改
め
て
そ
の
説
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
宇
治
郡
「
小
野
」
説
は
、
妄
説
と
い
う
べ
き
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、『
花
鳥
余
情
』
が
書

か
れ
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
「
栗
栖
野
」
の
想
定
地
に
関
す
る
注
記
か
ら
も
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



三
一

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

「
栗
栖
野
」
は
、
先
に
夕
霧
巻
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
地
理
的
特
徴
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
特
徴
（　

栗
栖
野
の
荘
園
が
近
く
に
あ
る

所
で
あ
る
」
と
関
わ
る
場
所
で
あ
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、「
栗
栖
野
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

「
栗
栖
野
」
は
、
山
城
国
愛
宕
郡
。
現
在
、
京
都
市
北
区
の
西
賀
茂
、
鷹
峰
、
松
ヶ
崎
、
幡
枝
（
は
た
え
（
一
帯
。
小
野
か
ら
近

い
。�

（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
4
』
小
学
館　

一
九
七
四
年　

夕
霧
・
三
九
二
頁
・
頭
注
四
（

こ
の
解
説
に
あ
る
「
栗
栖
野
」
は
、
夕
霧
巻
を
読
ん
で
わ
た
し
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
小
野
」
と
同
じ
く
愛
宕
郡
の
地
名
で
、『
和
名

類
聚
抄
』「
愛
宕
郡
」
に
も
「
栗
野
〈
久
留
須
乃
〉」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
と
「
栗
栖
野
」（
現

北
区
（
の
距
離
は
約
四
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
夕
霧
巻
本
文
か
ら
浮
か
び
上
が
る
「
特
徴
（　

栗
栖
野
の
荘
園
が
近
く
に
あ

0

0

0

0

る
所

0

0

で
あ
る
」
と
も
合
致
す
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
ま
た
し
て
も
問
題
が
で
て
く
る
。
そ
れ
は
、「
栗
栖
野
」
も
ま
た
、
愛
宕
郡
だ
け
に
見
ら
れ
る
地
名
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
、
宇
治
郡
に
も
「
栗
栖
野
」
と
類
似
す
る
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
引
用
は
重

複
す
る
が
、
再
び
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

◆
源
順
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
第
六
「
山
城
国
第
六
十
八
」（
承
平
［
九
三
一
～
八
］
年
間
（

宇
治
郡　
　

宇
治　

大
国　

賀
美　

岡
屋
〈
乎
加
乃
也
〉　

余
戸　

小
野
〈
乎
乃
〉　

山
科
〈
也
末
之
奈
〉　

小
栗
〈
乎
久
留
須

0

0

0

〉�
�

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
倭
名
類
聚
鈔
二
〇
巻
（
元
和
版
古
活
字
本
（』　

3-

［
3（
／
64
］
コ
マ
（

宇
治
郡
に
見
ら
れ
る
の
は
「
栗
栖
野
」
で
は
な
く
「
小
栗
〈
乎
久
留
須

0

0

0

〉」
で
あ
る
。
地
名
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
く

る
す
」
と
い
う
部
分
は
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
地
名
は
現
在
山
科
区
栗
栖
野
町
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
、
こ

の
土
地
が
「
小
野
」
と
強
く
結
び
つ
い
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
『
都
名
所
図
会
』
か
ら
確
認
で
き
る
。



三
二

◆
秋
里
籬
島
著
・
竹
原
信
繁
画
『
都
名
所
図
会
』
巻
之
五
「
前
朱
雀
」（
安
永
九
［
一
七
八
〇
］
年
（

栗く
る

栖す
の

小お

野の

は
勧
修
寺
よ
り
北
、
花
山
の
ほ
と
り
ま
で
の
野
を
い
ふ
。�

�

（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

一
九
八
一
年　

一
五
〇
頁
（

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、「
栗
栖
」
と
「
小
野
」
は
、
一
つ
の
地
名
の
も
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
小
野
」
と
「
栗
栖
」

が
近
く
に
位
置
す
る
の
は
、
愛
宕
郡
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
宇
治
郡
に
お
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
（
（
（

。

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
再
び
『
花
鳥
余
情
』
に
戻
ろ
う
。
次
の
引
用
は
、『
花
鳥
余
情
』
が
「
栗
栖
野
」
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い

る
箇
所
で
あ
る
。
か
な
り
長
い
注
記
で
あ
る
た
め
、
重
要
な
部
分
の
み
を
引
用
す
る
。

◆
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』「
夕
霧
」（
文
明
四
［
一
四
七
二
］
年
（

く
る
す
の
ゝ
さ
う
ち
か
ゝ
ら
ん
み
ま
く
さ
な
と
と
り
か
は
せ
て

�

…
…
…
。
①
今
案
、
山
城
愛
宕
郷
之
内
小
野
郷
は
上
賀
茂
領
也
。
栗
栖
野
郷
は
下
社
領
也
。
寛
仁
二
年
十
一
月
廿
五
日
陣
定
あ
り

て
官
符
を
な
さ
れ
お
は
り
ぬ
。
②
此
物
か
た
り
に
「
く
る
す
の
ゝ
御
さ
う
ち
か
ゝ
ら
ん
」
と
い
ふ
は
此
所
也
。
③
又
宇
治
郡
に
も

小
野
・
栗
栖
野
あ
り
。
そ
れ
を
い
ふ
に
あ
ら
す
。�

�

（
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
『
松
永
本
花
鳥
余
情
』
桜
楓
社　

一
九
七
八
年　

二
六
〇
頁
（

『
花
鳥
余
情
』
の
主
張
は
明
瞭
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
愛
宕
郡
の
小
野
は
上
賀
茂
領
で
、
栗
栖
野
は
下
賀
茂
領
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
寛
仁

二
［
一
〇
一
八
］
年
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
②
よ
っ
て
、
そ
の
史
料
と
同
時
代
に
作
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
の
「
栗
栖
野
」

も
、
愛
宕
郡
の
栗
栖
野
を
指
し
て
い
る
と
断
定
で
き
る
。
③
な
お
宇
治
郡
に
も
小
野
・
栗
栖
野
が
あ
る
が
、
そ
の
栗
栖
野
を
指
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、『
花
鳥
余
情
』
に
こ
う
し
た
注
記
が
見
ら
れ
る
の
は
、
当



三
三

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

時
、
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
を
、
さ
ら
に
は
「
栗
栖
野
」
ま
で
を
も
、
宇
治
郡
「
小
野
」
で
あ
り
「
栗
栖
野
」
と
す
る
説
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
説
は
、
妥
当
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。『
花
鳥
余
情
』
が
二
度
ま
で
も
宇
治
郡

「
小
野
」「
栗
栖
野
」
説
を
取
り
上
げ
、
否
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
『
花
鳥
余
情
』
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
宇
治
郡
「
小
野
」・「
栗
栖
野
」
説
で
あ
る
が
、
実
は
、

そ
れ
以
降
も
完
全
に
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
以
後
の
注
釈
書
を
見
て
い
く
と
、『
花
鳥
余
情
』
の
愛
宕
郡
「
小
野
」「
栗
栖
野
」
説
の

妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
宇
治
郡
「
小
野
」「
栗
栖
野
」
説
（
特
に
「
栗
栖
野
」
説
（
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

◆
三
条
西
実
隆
『
弄
花
抄
』「
夕
霧
」（
文
亀
四
［
一
五
〇
四
］
年
（

く
る
す
野
の
さ
う

�

〈
花
〉
難
文
也
。
一
義
云
賀
茂
人
の
文
書
に
賀
茂
ち
か
く
く
る
す
野
と
云
所
あ
り
と
云
々
。
大
方
は
心
得
か
た
し
。
東
の
く
る
す

野
（
＝
宇
治
郡
（
に
て
有
へ
か
ら
す
。
①
一
説
夕
霧
の
在
所
の
遠
近
を
も
し
り
給
は
て
小
野
と
い
ふ
に
付
け
て
御
庄
な
れ
ば
の
給

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

歟
云
々

0

0

0

。
②
花
に
宇
治
郡
の
小
野
栗
栖
野
な
ら
て
、
賀
茂
領
に
小
野
く
る
す
野
あ
り
と
有
。
是
は
北
の
小
野
く
る
す
（
＝
愛
宕

郡
（
也
。
然
は
不
審
な
き
に
や
。�

�

（
源
氏
物
語
古
注
集
成
8
『
弄
花
抄
─
付
源
氏
物
語
聞
書
』
桜
楓
社　

一
九
八
三
年　

二
〇
八
頁
（

◆
三
条
西
実
隆
著
『
細
流
抄
』「
夕
霧
」（
永
正
七
［
一
五
一
〇
］
年
～
同
一
〇
［
一
五
一
三
］
年
（

く
る
す
野
の
さ
う

�

③
未
決
の
事
也
。
④
く
る
す
野
は
勧
修
寺
の
辺
也
。
①
一
説
夕
霧
の
在
所
の
遠
近
を
よ
く
も
分
別
せ
す
し
て
小
野
と
云
に
つ
き
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
給
へ
り
と
云
々

0

0

0

0

0

0

0

。
②
さ
れ
と
花
鳥
に
く
は
し
く
し
る
さ
る
。
是
可
然
哉
。�
�

（
源
氏
物
語
古
注
集
成
（
『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
桜
楓
社　

一
九
八
〇
年　

三
一
五
頁
（



三
四

『
弄
花
抄
』
と
『
細
流
抄
』
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
②
で
『
花
鳥
余
情
』
に
言
及
し
、
愛
宕
郡
「
小
野
」「
栗
栖

野
」
説
の
妥
当
性
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、『
細
流
抄
』
で
は
、
冒
頭
に
③
「
未
決
の
事
也
」
と
記
し
、
さ
ら
に
④
「
く
る
す
野
は
勧

修
寺
の
辺
也
」
と
解
説
し
て
い
る
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
勧
修
寺
」
と
は
、
現
在
山
科
区
勧
修
寺
御
所

ノ
内
町
に
あ
る
寺
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
宇
治
郡
「
栗
栖
野
」
内
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
説
を
も
と
に
生
ま
れ
た
の
が
①

「
一
説
夕
霧
の
在
所
の
遠
近
を
～

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」
─
宇
治
郡
「
栗
栖
野
」
と
い
う
位
置
関
係
の
も
と
で

の
み
成
立
す
る
解
釈
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
後
『
万
水
一
露
』
に
ま
で
至
る
と
、
今
度
は
［
愛
宕
郡
「
小
野
」
─
宇
治
郡
「
栗
栖
野
」］
説
を
支
持
す
る
人
た
ち
の

中
か
ら
、
作
者
紫
式
部
の
無
知
を
疑
う
よ
う
な
解
釈
ま
で
も
が
現
れ
て
く
る
。

◆
能
登
永
閑
『
万
水
一
露
』「
夕
霧
」（
天
正
三
［
一
五
七
五
］
年
（

さ
う
と
は
、
夕
霧
の
知
行
也
。
①
く
る
す
の
ち
か
き
所
に
有
と
見
え
た
り
。
其
庄
の
人
に
ま
く
さ
と
か
り
て
か
は
せ
よ
と
也
。
②
但

く
る
す
野
と
云
は
小
野
よ
り
は
四
五
里
も
へ
た
ゝ
り
た
る
所
也
。
如
何
。
③
も
し
紫
式
部
無
案
内
に
て
か
け
る
に
や
と
云
り
。
又

一
説
に
加
茂
人
の
文
書
に
加
茂
ち
か
く
ゝ
る
す
の
小
野
と
云
所
有
云
々
。
…
…（
以
下
『
花
鳥
余
情
』『
弄
花
抄
』『
河
海
抄
』
の

引
用
（�
（
源
氏
物
語
古
注
集
成
（（
『
萬
水
一
露
4
』
桜
楓
社　

一
九
九
一
年　

五
一
頁
（

『
万
水
一
露
』
が
取
り
上
げ
て
い
る
説
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
物
語
内
で
は
「
小
野
」
と
「
栗
栖
野
」
は
「
ち
か
き
所
」
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
が
、
②
「
栗
栖
野
」
と
い
う
土
地
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
か
ら
「
四
五
里
」
も
離
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど

う
い
う
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
。
③
も
し
か
す
る
と
、
作
者
紫
式
部
が
土
地
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が

『
万
水
一
露
』
に
見
え
る
説
で
あ
る
。

『
万
水
一
露
』
に
見
え
る
注
釈
の
意
識
は
、
も
は
や
「
小
野
」
や
「
栗
栖
野
」
が
ど
の
場
所
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
は
向

け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
は
愛
宕
郡
に
あ
り
、「
栗
栖
野
」
は
小
野
郡
に
あ
る
こ
と
を
論
の
前
提
と



三
五

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

し
た
上
で
、
そ
れ
ら
二
つ
の
土
地
が
近
く
に
な
い
こ
と
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
意
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

愛
宕
郡
「
小
野
」「
栗
栖
野
」
説
と
宇
治
郡
「
小
野
」「
栗
栖
野
」
説
が
併
記
さ
れ
る
状
態
は
、
北
村
季
吟
『
湖
月
抄
』（
延
宝
元
［
一

六
七
三
］
年
（
へ
と
引
き
継
が
れ
た
後
、
近
代
に
入
り
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
が
『
湖
月
抄
』
を
底
本
と
す
る
こ
と
を
止
め
た
と
こ
ろ
ま

で
続
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
か
な
り
遠
回
り
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
諸
注
釈
書
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
［
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
＝
愛
宕
郡
「
小

野
」］
説
が
通
説
と
な
る
ま
で
の
過
程
を
追
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
。

本
論
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
京
都
市
北
区
小
野
岩
戸
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
落
葉
宮
ゆ
か
り
の
神
社
が

あ
る
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
は
神
社
名
に
「
落
葉
」
の
名
を
冠
し
な
が
ら
、
落
葉
宮
の
妹
で
あ
る
女
三
宮
の
霊
を
祀
っ
て
い
る
と
の
伝
承

も
あ
る
、
い
か
に
も
い
か
が
わ
し
い
古
跡
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
社
が
「
落
葉
（
宮
（」
の
名
を
有
し
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
社
が
、
あ
る

時
期
か
ら
愛
宕
郡
「
小
野
」・
宇
治
郡
「
小
野
」
と
並
ぶ
、
も
う
一
つ
の
「
小
野
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
土
地
に
祀
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
社
が
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
落
葉
宮
と
結
び
つ
い
た
の
は
、
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
に
関

し
て
、
そ
れ
が
愛
宕
郡
「
小
野
」
で
あ
る
か
、
宇
治
郡
「
小
野
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
ら
二
つ
の
説
の
間
で
解
釈
が
揺
れ
て
い
た
、
ま
さ

に
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四　

岩
戸
落
葉
神
社
と
第
三
の
「
小
野
」

─
葛
野
郡
「
小
野
」

江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
地
誌
を
見
て
い
る
と
、
山
城
国
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
「
小
野
」
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
「
小

野
」
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
岩
戸
落
葉
神
社
が
あ
る
葛
野
郡
の
「
小
野
」
で
あ
る
。
次
に
示
す
の

は
、
従
来
、
愛
宕
郡
「
小
野
」
の
範
囲
に
関
す
る
根
拠
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
『
扶
桑
京
華
志
』『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
の
記
述

の
、
そ
の
後
に
続
く
も
の
で
あ
る
。



三
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◆
松
野
元
敬
『
扶
桑
京
華
志
』
巻
之
一
「
原
野
並
森
林
附
街
衢
」（
寛
文
五
［
一
六
六
五
］
年
（

小
野　

…
…
。
凡
山
城
號
ス
ル

㆓
小
野
ト

㆒
者
ノ
三
也
。
一
曰
①
栗
栖
ノ
小
野
在
㆓
山
科
ニ

㆒。
一
曰
②
大
原
ノ
小
野
乃
シ
是
也
。
一
在
㆔
洛
北

可
㆓
十
余
里
㆒、
与
㆓
丹
波
㆒
相
接
之
地
。
一
曰
③
葛
野
小
野
也
。�

（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
七
二
年　

六
一
頁
（

◆
浄
慧
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
第
三
「
愛
宕
郡
三
」（
宝
暦
四
［
一
七
五
四
］
年
（

小
野　

…
…
。
当
国
ニ
小
野
三
所
ア
リ
。
一
ハ
①
宇
治
郡
山
科
ノ
小
野
〈
自
㆓
小
野
村
㆒
至
㆓
朱
雀
安
禅
寺
㆒
皆
小
野
庄
也
〉。
一
ハ
③
葛

野
郡
北
山
ノ
小
野
〈
真
弓
・
杉
坂
等
ノ
六
村
ニ
愛
宕
郡
雲
畑
ヲ
加
テ
小
野
七
村
ト
イ
フ
〉。
一
ハ
②
愛
宕
郡
。
④
即
チ
此
三
所

共
ニ
在
㆓
和
歌
ニ

㆒。�

（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
七
二
年　

三
二
八
頁
（

『
扶
桑
京
華
志
』『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
に
は
、
山
城
国
に
は
三
つ
の
「
小
野
」
が
あ
る
と
し
て
、
①
宇
治
郡
「
小
野
」（
現
山
科
区
（、
②

愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（、
③
葛
野
郡
「
小
野
」（
現
北
区
（
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
説
を
読
み
、
ま
ず
気
づ
く
の
は
①
宇

治
郡
「
小
野
」
の
存
在
の
大
き
さ
で
あ
る
。
両
書
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
最
初
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
宇
治
郡
「
小

野
」（
現
山
科
区
（
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
「
小
野
」
と
い
う
地
名
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
②
愛
宕
郡
「
小
野
」

で
は
な
く
、
①
宇
治
郡
「
小
野
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
［
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
＝
宇
治
郡
「
小
野
」］
と
い
う
誤
っ

た
説
が
『
花
鳥
余
情
』
の
時
点
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
は
近
代
に
至
る
ま
で
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
背
景
に

は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
状
況
も
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
扶
桑
京
華
志
』『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
を
読
ん
で
も
う
一
つ
気
づ
く
の
は
、
③
葛
野
郡
「
小
野
」
の
存
在
で
あ
る
。
葛
野
郡
「
小
野
」

と
は
、「
清
滝
川
の
上
流
域
、
水
谷
川
と
の
合
流
点
付
近
に
位
置
」
し
「
四
方
を
山
林
に
華
も
ま
れ
た
山
城
国
北
部
の
山
岳
地
帯
」
を
指

す
（
8
（

。
現
在
は
北
区
に
属
し
て
お
り
、「
小
野
郷
地
区
」
で
検
索
を
か
け
る
と
、
お
お
よ
そ
の
位
置
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
愛
宕
郡

「
小
野
」（
現
左
京
区
（
と
「
岩
戸
落
葉
神
社
」
の
距
離
をGoogle

マ
ッ
プ
で
調
べ
て
み
る
と
、
約
十
九
キ
ロ
あ
る
。
つ
ま
り
、
葛
野
郡

「
小
野
」
は
、
先
の
宇
治
郡
「
小
野
」（
現
山
科
区
（
と
愛
宕
郡
「
小
野
」
の
間
の
距
離
よ
り
も
さ
ら
に
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。



三
七

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

そ
ん
な
葛
野
郡
「
小
野
」
で
あ
る
が
、『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
④
に
よ
る
と
、
こ
の
「
小
野
」
も
ま
た
、
宇
治
郡
と
愛
宕
郡
の
「
小
野
」

と
同
じ
く
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
、
文
学
の
世
界
と
も
縁
が
深
い
有
名
な
土
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
葛
野

郡
「
小
野
」
は
古
く
か
ら
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
場
所
と
し
て
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
「
小
野
」
だ
か
ら
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
土

地
と
し
て
考
え
る
人
も
い
た
。
愛
宕
郡
「
小
野
」
だ
け
で
な
く
、
宇
治
郡
「
小
野
」
を
も
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
だ
と
考
え
た
人
た
ち
が
い

た
こ
と
を
思
え
ば
、
葛
野
郡
「
小
野
」
を
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
と
関
連
性
の
あ
る
場
所
だ
と
考
え
た
人
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と

で
は
な
い
。

た
だ
、
葛
野
郡
「
小
野
」
に
は
、
他
の
二
つ
の
「
小
野
」
と
は
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
葛
野
郡
「
小
野
」
は
、

『
源
氏
物
語
』
以
後
に
現
れ
た
地
名
で
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
点
に
は
存
在
し
な
い
地
名
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
宇
治
郡
・
愛
宕
郡
の
「
小
野
」
に
関
し
て
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
葛
野
郡
「
小

野
」
に
関
し
て
は
『
和
名
類
聚
抄
』
に
、
そ
の
地
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』「
小
野
〈
北
区
〉」
項
を

参
照
し
て
も
、「〔
中
世
〕
小
野
荘　

平
安
末
期
～
戦
国
期
に
見
え
る
荘
園
名
。
山
城
国
葛
野
郡
の
う
ち
」
と
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
前
の

こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
葛
野
郡
の
「
小
野
」
は
、
確
実
に
『
源
氏
物
語
』
以
後
に
生
ま
れ

た
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
（
（
（

。

─
『
和
名
類
聚
抄
』
の
時
代
は
お
ろ
か
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
も
、

い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
葛
野
郡
の
「
小
野
」
に
、『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
の
ゆ
か
り
の
「
小
野
」
が
あ
っ
た
。

─
岩
戸
落
葉
神

社
は
、
こ
う
し
た
奇
妙
な
論
理
の
も
と
に
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
改
め
て
岩
戸
落
葉
神
社
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
京
都
・
山
城
寺
院
神
社
大
事
典
』
に
よ
る
と
、
岩
戸
落
葉
神
社

は
、「
岩
戸
社
」
と
「
落
葉
社
」
と
い
う
二
つ
の
神
社
に
由
来
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
岩
戸
社
」
は
小
野
上
村
（
現
北
区
（

に
あ
っ
た
の
だ
が
、
近
世
に
「
落
葉
社
」
の
あ
る
小
野
下
村
（
現
同
上
（
に
移
設
さ
れ
、
合
祀
さ
れ
た
。
な
お
、「
落
葉
社
」
の
神
社
名

は
、
か
つ
て
は
「
堕を

ち

川か
わ

（
神
社
（」
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
時
期
に
「
落
葉
（
神
社
（」
へ
と
改
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
同
解

説
は
、
当
神
社
の
伝
承
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
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八

①
「
山
州
名
跡
志
」
は
「
源
氏
物
語
」
の
柏
木
が
恋
慕
し
た
と
い
う
、
落
葉
宮
の
妹
、
女
三
の
宮

0

0

0

0

の
霊
を
祀
る
と
記
す
。
②
だ
が

「
扶
桑
京
華
志
」
が
「
按
㆓
源
氏
物
語
㆒
有
㆘
落
葉
宮
ト
云
女
者
、
幽
㆓
居
ス
ル
ノ
小
野
㆒
之
事
㆖、
後
世
好
事
ノ
者
窃
ニ
擬
㆓
ス
ル
カ
名
ヲ
於
神
社
㆒
ニ

乎
」
と
記
す
よ
う
に
、「
源
氏
物
語
」
の
登
場
人
物
の
名

0

0

0

0

0

0

に
付
会
さ
れ
た
後
世
の
伝
承
で
、
落
葉
社
へ
の
改
名
も
そ
の
前
後
と
推
測

さ
れ
る
。�

（「
岩
戸
落
葉
神
社
」『
京
都
・
山
城
寺
院
神
社
大
事
典
』
平
凡
社　

一
九
九
七
年　

九
八
頁
（

本
論
文
に
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
①
『
山
州
名
跡
志
』
と
②
『
扶
桑
京
華
志
』
の
記
事
で
あ
る
。
①
は
、
か
つ
て
落
葉
社
に
は
女
三
宮

の
霊
を
祭
神
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
。
②
は
「
堕
川
（
神
社
（」
か
ら
「
落
葉
（
神
社
（」
へ
の
改
名
が
、
①
の
伝
承
と
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
解
説
に
あ
る
落
葉
社
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
わ
り
は
、
一
見
し
て
か
な
り
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

こ
の
解
説
に
見
ら
れ
る
〝
い
か
が
わ
し
さ
〟
に
は
、
若
干
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
①
と
②
の
記
述
内
容
の
ズ
レ

に
あ
る
。
①
『
山
州
名
跡
志
』
に
は
落
葉
社
の
祭
神
が
女
三
宮

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
②
に
は
「
扶
桑

京
華
志
」
に
は
、
落
葉
社
へ
の
改
名
は
、
登
場
人
物
の
名

0

0

0

0

0

0

に
付
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
疑
問
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
も
し
「
落
葉
社
へ
の
改
名
が
登
場
人
物
の
名

0

0

0

0

0

0

に
付
会
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
神
社
名
は

「
女
三
宮

0

0

0

（
神
社
（」
と
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
①
「
柏
木
が
恋
慕
し
た
と
い
う
、
落
葉
宮
の
妹
、
女
三
の
宮

0

0

0

0

の
霊
を
祀
る
」
の
部
分
は
、
後
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
本
来
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
誤
っ
た
説
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
〝
い
か
が
わ
し
さ
〟
自
体
の

修
正
を
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
本
論
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
加
納
論
文
、
な
ら
び
に
右
の
『
京
都
・
山
城
寺
院
神
社
大
事
典
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
山
州

名
跡
志
』
の
記
述
を
追
い
つ
つ
、
落
葉
社
に
関
す
る
基
本
的
な
事
実
確
認
か
ら
は
じ
め
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
所
在
地
か
ら
で
あ
る
。

『
山
州
名
跡
志
』
に
は
、
落
葉
社
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。



三
九

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

◆
白
慧
『
山
州
名
跡
志
』
巻
之
六
「
葛
野
郡
」（
元
禄
十
五
［
一
七
〇
二
］
年
序
、
正
徳
元
［
一
七
一
一
］
年
刊
（

落
葉
宮　

①
在
リ

㆓
下
村
民
居
ノ
艮
一
町
許
ニ

㆒。
鳥
居
〈
南
向
、
木
柱
〉。
拝
殿
〈
同
〉。
社
〈
同
〉。
所
㆑
祭
ル
社
記
未
㆑
考
。
②
土
人

伝
へ
云
フ
柏
木
衛
門
ガ
意
ヲ
寄
シ
女
三
宮
ノ
霊
ト
。
③
按
ス
ル
ニ
是
レ
虚
説
ナ
ラ
ン
。
彼
ノ
源
氏
物
語
ハ
寓
言
ナ
ル
ヲ
不
ル

㆑
知
ラ
ヤ
哉
。

土
人
為
ス

㆓
産
沙
ノ
神
ト

㆒。
例
祭
九
月
十
五
日
。
有
リ

㆓
神
輿
一
基
㆒。�

�

（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
六
九
年　

一
九
八
頁
（

簡
単
に
内
容
を
見
て
い
く
と
、
①
こ
の
社
は
「
下
村
民
居
ノ
艮
一
町
許
ニ
」
に
あ
る
も
の
で
、
祭
神
な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て
は
未
詳
で

あ
る
。
②
地
元
の
人
の
言
い
伝
え
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
柏
木
が
思
い
を
寄
せ
た
女
三
宮
を
祀
っ
て
い
る
と
の
こ

と
。
③
そ
こ
で
白
慧
は
、
こ
の
地
元
の
言
い
伝
え
は
「
虚
説
」
で
あ
る
こ
と
。
彼
ら
は
『
源
氏
物
語
』
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
辛
辣
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
①
②
の
解
説
は
、
浄
慧
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』、
秋
里

籬
島
著
・
竹
原
信
繁
画
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』（
天
明
七
［
一
七
八
七
］
年
（
に
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

『
山
州
名
跡
志
』
①
「
在
リ

㆓
下
村
民
居
ノ
艮
一
町
許
ニ

㆒
」
に
あ
る
「
下
村
」
と
は
、
葛か
ど

野の

郡
「
小
野
」
に
見
ら
れ
る
村
名
で
あ
る
。

◆
白
慧
『
山
州
名
跡
志
』
巻
之
六
「
葛
野
郡
」（
元
禄
十
五
［
一
七
〇
二
］
年
序
、
正
徳
元
［
一
七
一
一
］
年
刊
（

小
野
〈
所
ノ
名
〉　

在
リ

㆓
岩
屋
ノ
北
二
十
余
町
ニ

㆒。
上
小
野
・
下
小
野
。
又
云
フ

㆓
上
村
・
下
村
ト
モ

㆒。
総
ジ
テ
自
リ

㆑
此
西
北
ニ
双
デ
、

東
河
内
・
西
河
内
・
上
村
・
下
村
・
真
弓
・
細
河
・
杉
坂
等
ノ
村
ア
リ
。
共
ニ
小
野
ノ
庄
内
也
。�

�
（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
六
九
年　

一
九
四
頁
（

つ
ま
り
、
落
葉
社
と
は
、
葛
野
郡
「
小
野

0

0

」
に
あ
る
下
村
と
い
う
村
か
ら
北
東
へ
「
一
町
許
」
移
動
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
現
在
も
そ
の
場
所
に
は
岩
戸
落
葉
神
社
と
い
う
社
が
残
っ
て
い
る
。

次
に
「
女
三
宮
の
霊
を
祀
る
」
と
い
う
伝
承
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
山
州
名
跡
志
』
②
「
土
人
伝
へ
云
フ
柏
木
衛
門
ガ
意
ヲ
寄



四
〇

シ
女
三
宮
ノ
霊
ト
」
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。『
山
州
名
跡
志
』
を
見
る
限
り
、
神
社
名
「
落
葉
宮
」
は
、
柏
木
が
想
い
を
寄
せ
た

女
性
で
あ
り
、
そ
の
女
性
の
名
は
女
三
宮
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
し
か
読
み
取
れ
な
い
が
、
本
論
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ

は
明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
。
落
葉
宮
は
女
二
宮
と
も
称
さ
れ
る
女
性
で
、
女
三
宮
は
彼
女
の
妹
に
あ
た
る
。
確
か
に
、
落
葉
宮
は
柏
木

の
正
妻
で
あ
る
た
め
、「
意
ヲ
寄
シ
」
女
性
で
あ
っ
た
と
も
言
え
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
は
や
は
り
柏
木
が
女
三
宮
に
対
し
て
秘
か
に
想

い
を
寄
せ
、
密
通
を
犯
し
、
最
後
は
心
を
痛
め
死
去
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
②
の
記
述
に
は
、

明
ら
か
な
事
実
誤
認
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
白
慧
は
③
こ
の
地
元
の
人
の
言
い
伝
え
は
「
虚
説
」
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
『
源
氏
物

語
』
と
い
う
虚
構

0

0

の
世
界
の
人
物
を
、
現
実
世
界

0

0

0

0

に
存
在
す
る
神
社
の
祭
神
と
考
え
る
彼
ら
の
無
理
解
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
他
の
文
献
を
見
て
い
く
と
、『
山
州
名
跡
志
』
に
見
え
る
②
［
落
葉
宮
＝
女
三
宮
］
と
い
う
奇
妙
な
伝
承
は
、
本
来
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
文
献
と
い
う
の
が
、
先
の
『
京
都
・
山
城
寺
院
神
社
大
事
典
』
に
も
引
用
さ
れ
て

い
た
『
扶
桑
京
華
志
』
で
あ
る
。『
扶
桑
京
華
志
』
は
、『
山
州
名
跡
志
』
よ
り
も
四
十
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
情
報
を
一
旦
頭
か
ら
切
り
離
し
て
、
ま
ず
は
『
扶
桑
京
華
志
』
の
記
述
だ
け
を
見
て
い
こ
う
。
そ
う
す
る
と
、『
扶
桑
京
華
志
』
の

時
点
で
は
、
落
葉
社
に
ゆ
か
り
の
あ
る
落
葉
宮
は
、
や
は
り
落
葉
宮
そ
の
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

◆
松
野
元
敬
『
扶
桑
京
華
志
』
巻
之
一
「
神
社
」（
寛
文
五
［
一
六
六
五
］
年
（

落
葉
ノ
神
社　

在
㆓
下
小
野
郷
ニ

㆒。
號
シ
テ
曰
㆓
落
葉
大
明
神
ト

㆒。
①
伝
言
嵯
峨
ノ
帝
ノ
皇
后
也
。
帝
ニ
有
㆓
藤
后
旅
子
㆒、
有
㆓
橘
后
嘉
智

子
㆒。
蓋
以
ル
ニ
橘
后
ハ
祀
ル

㆓
梅
宮
ニ

㆒。
疑
ハ
是
レ
藤
后
ノ
之
廟
カ
乎
。
藤
后
ハ
者
贈
相
国
藤
ノ
百
河
ノ
之
女
也
。
②
又
按
ス
ル

㆓
源
氏
物
語
ヲ

㆒

有
㆘
落
葉
宮
ト
云
女
者
幽
㆓
居
ス
ル
ノ
小
野
ニ

㆒
之
事
㆖、
③
後
世
好
事
ノ
者
窃
ニ
擬
ス
ル
カ

㆓
名
ヲ
於
神
社
㆒
乎
。�

�
（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
七
二
年　

一
三
頁
（

こ
こ
で
『
扶
桑
京
華
志
』
は
、
当
該
神
社
の
所
在
地
を
記
し
た
後
、
①
祭
神
は
藤
原
旅
子
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の

後
、
②
『
源
氏
物
語
』
に
落
葉
宮
と
い
う
「
小
野
」
に
「
幽
居
」
し
た
女
性
が
い
る
こ
と
を
述
べ
、
③
現
在
の
「
落
葉
神
社
」
と
い
う
神



四
一

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

社
名
は
、「
後
世
好
事
ノ
者
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉

0

0

宮
に
寄
せ
て
、
別
の
名
前
か
ら
「
落
葉

0

0

神
社
」
へ
改
名
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、

と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
②
③
の
記
述
か
ら
わ
か
る
の
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、『
扶
桑
京
華
志
』
が
書
か
れ
た
当

時
、
落
葉
社
の
由
来
に
関
し
て
、
そ
の
地
域
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
と
関
連
性
の
あ
る
伝
承
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ

は
、
そ
の
伝
承
に
出
て
く
る
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
、
や
は
り
落
葉
宮
そ
の
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
少
な
く
と

も
『
扶
桑
京
華
志
』
に
落
葉
宮
と
女
三
宮
を
同
一
視
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
女
三
宮
の
霊
を
祀
る
」
と
い
う

伝
承
は
、『
扶
桑
京
華
志
』
以
後
に
付
加
さ
れ
た
、
新
た
な
〝
い
か
が
わ
し
さ
〟
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
落
葉
社
を
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
に
結
び
つ
け
る
伝
承
が
〝
い
か
が
わ
し
い
〟
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
〝
い
か
が
わ
し
さ
〟
を
、
本
来
の
〝
い
か
が
わ
し
さ
〟
に
戻
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
葛
野
郡
「
小
野
」（
現
北
区
（
に
あ
る
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
岩
戸
落
葉
神
社
の
概
略
と
伝
承
を
確

認
し
て
き
た
。
た
だ
、
岩
戸
落
葉
神
社
の
成
り
立
ち
、
そ
し
て
当
神
社
と
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
を
つ
な
ぐ
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
と

こ
ろ
で
、
そ
れ
が
誤
っ
た
説
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
ま
だ
葛
野
郡
に
「
小
野
」

と
い
う
地
名
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
本
文
に
は
、
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」
は
、
比
叡
山
の

麓
（
特
徴
（
（
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
岩
戸
落
葉
神
社
が
あ
る
「
小
野
」
は
、
そ
こ
か
ら
は
る
か
遠
く
離
れ

た
葛
野
郡
「
小
野
」（
現
北
区
（
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岩
戸
落
葉
神
社
と
は
、
地
名
の
有
無
と
い
う
歴
史
的
観
点
か
ら
見
て
も
、
夕

霧
巻
本
文
の
観
点
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
条
件
が
合
わ
な
い
「
小
野
」
に
作
り
出
さ
れ
た
古
跡
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、『
源
氏
物
語
』

夕
霧
巻
を
正
確
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
容
易
に
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
新
た
に
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
本
文
を
読
む
限
り
、
落
葉

宮
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
比
叡
山
の
麓
に
あ
る
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中

で
、
な
ぜ
比
叡
山
の
麓
か
ら
は
遠
い
土
地
で
あ
る
葛
野
郡
「
小
野
」
に
落
葉
宮
ゆ
か
り
の
古
跡
が
作
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
岩
戸
落
葉
神
社
は
、『
源
氏
物
語
』
だ
け
を
根
拠
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
を
含
め
た
も
っ
と
広



四
二

い
古
典
文
学
作
品
全
体
に
関
す
る
本
文
と
解
釈
が
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
が
そ
の
よ
う
に
考

え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
落
葉
宮
社
と
ほ
ぼ
同
じ
現
象
が
『
伊
勢
物
語
』
ゆ
か
り
の
古
跡
か
ら
も
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
八
十
三
段
に
は
、「
小
野
」
に
隠
棲
す
る
惟
喬
親
王
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

◆
『
伊
勢
物
語
』
八
十
三
段

か
く
し
つ
つ
も
う
で
仕
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、（
惟
喬
親
王
は
（
御
髪
お
ろ
し
給
う
て
け
り
。
正
月
に
拝
み
奉
ら

ん
と
て
（
翁
が
（
小
野
に
も
う
で
た
る
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
た
か
し
。�

�

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』
新
潮
社　

一
九
七
六
年　

一
〇
〇
頁
（

惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
「
小
野
」
は
、「
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
」
に
あ
る
土
地
で
あ
っ
た
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、
こ
の
記
述
を
踏
ま
え

て
「
小
野
」
を
「
京
都
市
の
北
部
、
八や

瀬せ

の
近
く
。」（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
一
〇
〇
頁
、
頭
注
二
（
と
解
説
す
る
。
改
め
て
述
べ
る

ま
で
も
な
く
、
こ
の
解
説
に
あ
る
「
小
野
」
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
を
指
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
、
左
京
区
大
原

上
野
町
に
は
「
惟
喬
親
王
の
墓
」
な
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
当
に
惟
喬
親
王
の
墓
で
あ
る
か
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
古
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、［
惟
喬
親
王
─
愛
宕
郡
「
小
野
」］
と
い
う
認
識
が
古
く
か
ら
広
く
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
（
（1
（

。

た
だ
、
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
土
地
は
、
必
ず
し
も
愛
宕
郡
「
小
野
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
三
の

「
小
野
」
で
あ
る
葛
野
郡
「
小
野
」
も
ま
た
、
か
つ
て
は
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

◆
白
慧
『
山
州
名
跡
志
』
巻
之
六
「
葛
野
郡
」（
元
禄
十
五
［
一
七
〇
二
］
年
序
、
正
徳
元
［
一
七
一
一
］
年
刊
（

小
野
〈
所
ノ
名
〉　

在
リ

㆓
岩
屋
ノ
北
二
十
余
町
ニ

㆒。
…
…
按
ス
ル
ニ
①
惟
喬
親
王
小
野
ニ
籠
居
ノ
事
、
伊
勢
物
語
ニ
載
ス
。
其
ノ
所
ハ
比

叡
坂
本
ノ
小
野
ト
云
々
。
②
此
ノ
所
ニ
モ
其
ノ
事
ア
リ
。
③
如
シ

㆑
左
ノ
。



四
三

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

�
○
桟
敷
嶽
（
（（
（

…
…
。
●
御
厩
（
（1
（

…
…
。
○
惟
喬
ノ
社
（
（1
（

…
…
。
○
惟
喬
ノ
塔
（
（1
（

…
…
。

�

（『
新
修
京
都
叢
書
（（
』
臨
川
書
店　

一
九
六
九
年　

一
九
四
頁
（

『
山
州
名
跡
志
』
は
、
①
惟
喬
親
王
が
「
小
野
」
に
隠
棲
し
た
こ
と
は
『
伊
勢
物
語
』
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
『
伊
勢
物
語
」
に
よ
る

と
、
そ
の
「
小
野
」
は
「
比
叡
坂
本
ノ
小
野
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
②
た
だ
し
、
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
と
い
う
伝
承
は
「
此

ノ
所
ニ
モ

0

0

」
あ
る
と
述
べ
た
後
、
③
葛
野
郡
「
小
野
」
に
あ
る
惟
喬
親
王
ゆ
か
り
の
古
跡
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
山
州
名
跡
志
』

が
紹
介
す
る
、
こ
れ
ら
の
惟
喬
親
王
ゆ
か
り
の
古
跡
は
、『
伊
勢
物
語
』
本
文
か
ら
見
て
も
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
明
ら
か
に

ニ
セ
モ
ノ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
葛
野
郡
「
小
野
」
は
「
比
叡
坂
本
」
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
土
地
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
惟
喬
親
王
が
生

き
て
い
た
時
代
に
は
、
ま
だ
葛
野
郡
に
「
小
野
」
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

葛
野
郡
「
小
野
」
に
は
、
二
つ
の
物
語
の
ゆ
か
り
と
し
て
の
顔
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、『
源
氏
物
語
』
落
葉
宮
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地

と
し
て
の
「
小
野
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
と
し
て
の
「
小
野
」
で
あ
る
。
一
見
、
こ

れ
ら
二
つ
の
顔
は
無
関
係
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
顔
は
、
次
の
一
点
に
お
い
て
強
く
結
び
つ
い
て
い

る
。
そ
れ
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
る
惟
喬
親
王
の
隠
棲
地
の
「
小
野
」
と
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」
が

同
じ
「
小
野
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

◆
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』「
夕
霧
」（
貞
治
元
［
一
三
六
二
］
年
頃
（

を
の
と
い
ふ
所
に
山
さ
と
も
た
ま
へ
る
に

�

伊
勢
物
語
惟
喬
の
み
こ
か
し
ら
お
ろ
し
て
を
の
に
す
み
給
。
第
三
う
つ
ほ
の
千
景
の
大
臣
た
ゝ
こ
う
を
う
し
な
ひ
て
の
ち
山
里
の

心
ほ
そ
け
な
る
と
の
ま
う
け
給
て
こ
の
わ
た
り
は
ひ
え
あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
る
所
な
り
。�
�

（『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店　

一
九
六
八
年　

五
一
〇
頁
（



四
四

『
河
海
抄
』
は
、
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
の
解
説
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』
に
言
及
し
、
そ
の
地
で
惟
喬
親
王
が
出
家
し
住
ん
で
い
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
単
に
「
小
野
」
と
い
う
地
名
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

『
伊
勢
物
語
』
八
十
三
段
の
「
小
野
に
も
う
で
た
る
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
」
と
い
う
地
理
的
特
徴
が
、『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻

に
描
か
れ
る
「
小
野
」
の
特
徴
（
特
徴
（
・
6
（
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、『
河

海
抄
』
は
、
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」
は
、
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
「
小
野
」
と
同
じ
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
『
河
海
抄
』
が
意
識
し
て
い
る
の
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し

た
箇
所
に
「
小
野
は
比
叡
坂
本
也
。
い
ま
の
大
原
也
」
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の

は
、「
小
野
」
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
で
は
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
の
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
「
小
野
」
に
、『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮

が
移
り
住
ん
だ
、
と
い
う
論
理
構
造
な
の
で
あ
る
。

何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
本
文
か
ら
見
て
も
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
、『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
「
小
野
」、
そ

し
て
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」
だ
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
か
つ
て
は

「
小
野
」
と
い
う
地
名
だ
け
を
耳
に
し
た
時
、
愛
宕
郡
「
小
野
」（
現
左
京
区
（
で
は
な
く
、
宇
治
郡
「
小
野
」（
現
山
科
区
（
や
葛
野
郡

「
小
野
」（
現
北
区
（
を
思
い
浮
か
べ
る
人
た
ち
が
確
実
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
土
地
名
が
同
じ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
つ
い
う
っ
か
り
間
違
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

①
西
坂
本
は
小
野
村
に
あ
る
。
②
京
都
市
北
区
小
野
の
辺
で
、
③
左
京
区
の
大
原
の
三
千
院
の
東
南
方
で
あ
る
。�

�

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
（
』
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年　

四
八
七
頁
、
補
注
五
三
〇
（

こ
れ
は
、
夕
霧
巻
本
文
「
比
叡
坂
本
に
、
小
野
と
い
ふ
所
に
ぞ
」
の
箇
所
に
付
け
ら
れ
た
解
説
で
あ
る
。
①
③
は
愛
宕
郡
「
小
野
」
の
こ

と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
②
だ
け
は
葛
野
郡
「
小
野
」
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
い
う
経
緯
で
葛
野
郡
「
小
野
」
に
惟
喬
親
王
ゆ
か
り
の
古
跡



四
五

『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

と
岩
戸
落
葉
神
社
と
い
う
二
つ
の
古
跡
が
生
み
出
さ
れ
た
。
誤
解
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
葛
野
郡
「
小
野
」
と
い
う
土
地
に
こ
れ
ら
の
古

跡
が
作
り
出
さ
れ
た
の
は
、
必
ず
し
も
知
識
レ
ベ
ル
が
低
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
（1
（

。
現
代
の
代
表
的
な
『
源
氏

物
語
』
注
釈
書
の
一
つ
で
あ
る
日
本
古
典
文
学
大
系
で
さ
え
も
愛
宕
郡
「
小
野
」
と
葛
野
郡
「
小
野
」
を
混
同
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ

た
。
一
見
し
て
明
ら
か
に
あ
や
し
い
古
跡
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
享
受
者
の
学
問
の
知
識
レ
ベ
ル
の
問
題
と
結
び
つ
け
る
こ
と

の
は
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
す
ぎ
る
。
こ
う
し
た
種
類
の
間
違
い
は
、
今
も
昔
も
学
問
の
知
識
レ
ベ
ル
に
関
係
な
く
起
こ
り
う
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

五　

ま　

と　

め

現
代
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
惟
喬
親
王
ゆ
か
り
の
土
地
は
、
愛
宕
郡
「
小
野
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
時
代
・
各
地
域
の
違
い
に

よ
っ
て
、「
小
野
」
と
い
う
地
名
か
ら
思
い
浮
か
べ
る
「
小
野
」
の
内
実
は
違
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
葛
野
郡
「
小
野
」
を
思
い
浮
か

べ
た
人
た
ち
も
確
実
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葛
野
郡
「
小
野
」
が
惟
喬
親
王
の
隠
棲
地
と
し
て
の
「
小
野
」
と
結
び
つ
い
た

瞬
間
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
の
土
地
は
あ
た
か
も
惟
喬
親
王
が
生
き
て
い
た
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
意
識
は
、
距
離
の
問
題
を
も
解
消
さ
せ
て
い
る
。
本
来
、
葛
野
郡
「
小
野
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
で
惟
喬
親
王
が

隠
棲
し
た
と
さ
れ
て
い
る
「
比
叡
坂
本
ノ
小
野
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
土
地
が
惟
喬
親
王
の
隠
棲
地

と
な
っ
た
瞬
間
に
、
葛
野
郡
「
小
野
」
も
ま
た
「
比
叡
坂
本
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
小
野
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

岩
戸
落
葉
神
社
が
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
ゆ
か
り
の
場
所
と
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
同
じ
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
葛
野
郡
「
小
野
」
が
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
「
小
野
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ

「
小
野
」
も
、
葛
野
郡
「
小
野
」
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
本
来
、
岩
戸
落
葉
神
社
は
、『
源
氏
物
語
』
と
一
切
関
係
の
な
い
、
ゆ
か
り
の
な
い
建
物
で
あ
っ
た
。
し
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か
し
、
そ
の
建
物
を
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
と
し
て
信
じ
て
い
た
人
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼

ら
は
、『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
と
い
う
人
物
名
、
そ
し
て
彼
女
が
「
小
野
」
に
移
り
住
む
と
い
う
物
語
展
開
は
、
葛
野
郡
「
小
野
」
に

あ
る
岩
戸
落
葉
神
社
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

御
祭
神
と
し
て
、
天
御
衣
織
女
稚
姫
神
、
弥
都
波
能
売
神
、
瀬
織
津
比
咩
神
の
三
神
を
祀
る
。
落
葉
姫
命
を
御
祭
神
と
す
る
御
霊

社
（
本
殿
右
（
を
摂
社
と
す
る
。
当
神
社
の
創
建
年
代
は
不
詳
乍
ら
平
安
時
代
前
期
に
は
已
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
岩
戸
社
は
元
の
天

津
石
門
別
稚
姫
神
社
、
落
葉
社
は
元
の
堕
川
神
社
で
共
に
延
喜
式
内
社
で
あ
っ
た
が
、
元
和
年
間
に
岩
戸
社
が
火
災
に
遭
い
、
落
葉

社
に
合
祀
さ
れ
岩
戸
落
葉
神
社
と
な
っ
た
。
こ
の
地
、
小
野
郷
は
清
滝
川
の
上
流
に
位
置
し
、
平
安
京
遷
都
に
当
た
っ
て
は
主
要
な

調
木
地
の
一
つ
に
選
ば
れ
、
寛
仁
の
御
世
に
は
賀
茂
別
雷
神
社
の
神
領
と
な
り
、
次
い
で
天
領
（
天
皇
家
の
御
領
（
と
な
っ
た
。
因

に
、
源
氏
物
語
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
落
葉
姫
の
名
は
こ
の
里
を
閑
居
の
地
と
さ
れ
た
事
に
依
る
。�

�
（
京
都
市
観
光
協
会
・
京
都
観
光
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
『
京
都
観
光N

avi

』「
岩
戸
落
葉
神
社
」（

こ
れ
は
、
岩
戸
落
葉
神
社
に
立
て
ら
れ
て
い
る
駒
札
の
解
説
文
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
わ
か
り
に

く
い
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

─
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
と
い
う
名
前
は
、

そ
の
人
物
が
作
中
で
岩
戸
落
葉
神
社
が
あ
る
こ
の
里
を
閑
居
の
地
と
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

─
こ
の
駒
札
が
ど
の
よ
う
な
史
料
を

典
拠
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
駒
札
の
解
説
に
見
ら
れ
る
「
モ
デ

ル
（
準
拠
（」「
～
さ
れ
た
事
に
依
る
」
と
い
う
意
識
が
、
い
つ
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
こ
う
し
た
論
理
の
も
と
に
、
そ
れ
ま
で
「
堕
川
（
神
社
（」
で
あ
っ
た
神
社
名
が
「
落
葉
（
神
社
（」
へ
と
改
名
さ
れ
た
。
改
名
の
理

由
は
明
白
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
の
落
葉
宮
と
い
う
名
は
、
作
者
紫
式
部
が
「
小
野
」
の
地
に
あ
る
「
落
葉

社
」
と
い
う
神
社
名
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
神
社
名
も
「
堕
川
（
神
社
（」
で
は
な
く
、
紫
式
部
が
着
想
を
得

た
と
い
う
本
来
の
「
落
葉
（
神
社
（」
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

以
上
の
考
察
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
岩
戸
落
葉
神
社
と
『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
の
関
係
が
、
論
文
冒
頭
で
紹
介
し
た
時
よ
り
も
安

直
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
単
に
名
前
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
結
び
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
初
歩
的
な
誤
読
か
ら
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
両
者
を
結
び
つ
け

た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
知
識
だ
け
で
は
な
い
、『
伊
勢
物
語
』
な
ら
び
に
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
の
世
界
を
含
め
た
総
合
的
な
知
識
に

根
ざ
し
た
、
あ
る
意
味
〝
正
し
い
理
解
〟
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
（1
（

。
唯
一
、
彼
ら
が
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た

当
時
、
落
葉
宮
が
移
り
住
ん
だ
「
小
野
」
に
、「
小
野
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。

岩
戸
落
葉
神
社
は
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
当
時
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
世
の
人
た
ち

に
『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
古
跡
と
し
て
認
識
さ
れ
た
瞬
間
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
作
り
替
え
ら
れ
た
古
跡
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

注

（
（
（　

夕
顔
の
墓
は
、
現
在
も
京
都
市
下
京
区
夕
顔
町
に
あ
る
。『
源
氏
物
語
を
歩
く
』「
夕
顔
」（『
文
学
歴
史
4
』
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ　

二
〇
〇

八
年　

二
一
頁
（
の
解
説
に
は
「
江
戸
時
代
に
夕
顔
を
悼
ん
だ
人
が
宝
篋
印
塔
（
ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う
（
を
造
り
、
以
来
守
り
続
け
て
き
て
い
る

と
い
う
」
と
あ
る
。
夕
顔
の
墓
は
、
秋
里
籬
島
『
都
名
所
図
会
』（
安
永
九
［
一
七
八
〇
］
年
（
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
地
誌
で
も
言
及
さ
れ

る
有
名
な
古
跡
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
を
歩
く
』
に
は
「
今
は
個
人
宅
の
中
庭
な
の
で
、
自
由
に
拝
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
が
、
朧
谷

寿
「
源
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
─
平
安
京
の
住
み
分
け
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
8
夕
顔
』
至
文
堂　

二
〇
〇
〇
年　

一
二
頁
（
に
夕

顔
の
墓
の
カ
ラ
ー
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
都
名
所
図
会
』（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

一
九
八
一
年　

四
〇
頁
（
に

も
夕
顔
の
墓
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
若
干
形
が
違
う
よ
う
な
気
も
す
る
。

（
（
（　

京
都
市
宇
治
市
に
あ
る
古
跡
で
あ
る
。
橋
姫
・
椎
本
・
総
角
・
早
蕨
・
東
屋
・
宿
木
・
浮
舟
・
蜻
蛉
・
手
習
・
夢
浮
橋
の
十
巻
す
べ
て
に
、
個
別

の
ゆ
か
り
の
場
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。『
平
安
時
代
の
宇
治
』（
宇
治
文
庫
（　

宇
治
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
年　

七
四
頁
（
に
よ
る
と
、
宇

治
十
帖
の
古
跡
に
言
及
し
た
早
い
例
と
し
て
は
『
平
等
院
旧
記
』（
寛
永
十
七
［
一
六
四
〇
］
年
（
で
あ
る
と
の
こ
と
。
ち
な
み
に
、
古
跡
の
一
部

は
、
道
路
整
備
な
ど
の
理
由
で
現
在
の
場
所
に
移
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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宇
治
十
帖
の
古
跡
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
平
安
時
代
の
宇
治
』
の
ほ
か
、
次
の
論
考
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

�
・
安
藤
徹
「『
源
氏
物
語
』
の
ま
ち
・
宇
治
─
史
跡
と
観
光
文
化
」（
叢
書
〈
知
〉
の
森
（
『
源
氏
文
化
の
時
空
』
森
話
社　

二
〇
〇
五
年
（

�
・
須
藤
圭
「『
源
氏
物
語
』
─
光
源
氏
の
「
涙
の
滝
」
と
義
経
の
「
涙
の
滝
」」（『
も
の
が
た
り
た
ち
の
京
都
─
京
都
文
学
入
門
』
武
蔵
野
書
院　

二

〇
一
九
年
（

（
3
（　
『
角
川
地
名
大
辞
典
』
の
「
小
野
郷
〈
左
京
区
〉」〔
古
代
〕
の
項
で
も
、
小
野
（
郷
（
の
範
囲
を
示
す
根
拠
史
料
と
し
て
は
、
や
は
り
『
山
城
名

跡
巡
行
志
』
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
現
地
点
で
は
、
そ
れ
以
上
は
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
（　

福
嶋
昭
治
「
源
氏
物
語
の
二
つ
の
小
野
」（『
講
座
平
安
文
学
論
究
（3
』
風
間
書
房　

一
九
九
八
年
（

（
（
（　

夕
霧
巻
の
「
小
野
」
に
関
す
る
重
要
な
論
考
は
、

�

・
角
田
文
衞
・
加
納
重
文
編
『
源
氏
物
語
の
地
理
』（
思
文
閣
出
版　

一
九
九
九
年
（

�

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、

�

・�

加
納
重
文
「
源
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
─
落
葉
の
宮
の
小
野
山
荘
〈
坂
本
〉」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
（3
夕
霧
』
至
文
堂　

二
〇
〇

二
年
（

�

・
増
田
繁
夫
「
落
葉
宮
の
小
野
の
山
荘
」（『
同
右
』（

�

・
横
溝
博
他
「
源
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
─
横
川
と
小
野
の
里
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
40
手
習
』
至
文
堂　

二
〇
〇
五
年
（

�

・�

一
文
字
昭
子
「「
源
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て
─
小
野
の
山
里
再
考
・
尼
君
庵
の
変
奏
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
43
夢
浮
橋
』
至
文
堂　

二
〇
〇
五
年
（

�

が
あ
る
。
現
地
の
写
真
を
交
え
つ
つ
、
従
来
の
説
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
新
た
な
知
見
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
と
て
も
参
考
に
な
る
。

（
6
（　

例
え
ば
、
玉
上
琢
彌
は
、『
河
海
抄
』
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
大
原
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
河
海
抄
』
は
、「
小
野
は
比
叡
坂
本
也
い
ま
の
大
原
也
」
と
注
し
た
た
め
、
小
野
は
大
原
と
考
え
る
説
も
あ
る
。
大
原
も
小
野
郷
の
中
で
は
あ

る
が
、
当
時
の
人
々
の
間
で
は
、
小
野
郷
の
す
べ
て
が
小
野
と
よ
ば
れ
た
の
で
は
な
い
。
小
野
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
、
大
原
と
呼
ば
れ
る
地
域

は
ち
が
う
。
…
…『
河
海
抄
』
の
注
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
く
て
、
室
町
時
代
に
は
大
原
と
い
う
と
八
瀬
の
南
あ
た
り
か
ら
今
の
大
原
ま
で

の
地
域
を
さ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
代
の
研
究
者
が
よ
み
ち
が
え
た
の
だ
。�

�

（「
小
野
の
山
荘
」『
源
氏
物
語
評
釈
8
』
角
川
書
店　

一
九
六
七
年　

二
八
七
頁
（

（
（
（　

高
等
学
校
で
使
用
さ
れ
る
国
語
便
覧
で
は
、「
小
野
」「
栗
栖
野
」
に
関
し
て
、
宇
治
郡
の
も
の
し
か
表
記
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
（「
京
都
付
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『
源
氏
物
語
』
の
落
葉
宮
は
ど
の
「
小
野
」
に
移
り
住
ん
だ
か
（
中
川
）

近
図
」『
新
訂
国
語
図
説
（
四
訂
版
（』
京
都
書
房　

二
〇
一
七
年　

二
三
頁
（。

（
8
（　
「
小
野
〈
北
区
〉」
項
（『
角
川
地
名
大
辞
典
』
角
川
書
店　

三
三
〇
頁
（

（
（
（　

ち
な
み
に
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社　

引
用
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
よ
る
（「
北
区
・
小
野
郷
」
に
よ
る
と
、
葛
野
郡
「
小
野
」
に

「
小
野
」
の
名
が
現
れ
る
の
は
、
平
安
末
期
の
こ
と
。
地
名
が
確
認
で
き
る
最
も
古
い
史
料
は
、
久
安
五
［
一
一
四
九
］
年
十
一
月
十
五
日
の
蔵
人

所
下
文
案
（
壬
生
家
文
書
（
で
あ
る
が
、
当
該
文
書
に
記
さ
れ
る
地
名
は
「
小
野
」
で
は
な
く
「
小
野
山
」
で
あ
っ
た
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
同
書
に
は
「
古
代
・
中
世
に
は
大
原
・
八
瀬
辺
り
を
さ
す
小
野
郷
（
現
左
京
区
（
と
区
別
す
る
た
め
、
小
野
山
の
名
で
よ
ぶ
こ
と
が
多
か
っ

た
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
愛
宕
郡
「
小
野
」
と
葛
野
郡
「
小
野
」
と
い
う
二
つ
の
「
小
野
」
は
、
そ
も
そ
も
が
混
同
さ
れ
や
す
い
土
地

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（0
（　

惟
喬
親
王
の
墓
は
、
秋
里
籬
島
著
・
竹
原
信
繁
画
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
に
も
「
惟
喬
親
王
旧
跡
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

惟
喬
親
王
旧
跡　

上
野
村
南
の
方
、
田
の
字
に
御
所
内
と
い
ふ
あ
り
。
伝
へ
云
ふ
、
惟
喬
親
王
閑
居
の
所
な
り
と
ぞ
。
ま
だ
同
所
ひ
が
し
の
山

際
に
一
本
杉
と
い
ふ
所
あ
り
。
そ
の
地
に
古
き
石
塔
あ
り
。
土
人
云
ふ
。
惟
喬
親
王
の
御
墓
な
り
と
云
ひ
伝
ふ
。�

�

（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

一
九
八
一
年　

三
〇
六
頁
（

�

な
お
、
玉
上
琢
彌
は
、
こ
の
墓
に
つ
い
て
「
明
治
政
府
や
そ
れ
を
支
え
た
平
田
流
の
国
学
者
が
き
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
確
実
な
も
の
で
は

な
」
く
、「
大
原
上
野
の
惟
喬
親
王
の
墓
は
、
公
認
さ
れ
た
と
い
う
点
を
除
く
と
な
ん
ら
特
別
の
根
拠
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
注（
6
（

書　

二
八
七
～
八
頁
（

（
（（
（　

桟
敷
嶽
は
「
岩
屋
山
志
明
院
の
北
方
に
聳
え
た
つ
高
山
。
海
抜
八
百
九
十
六
メ
ー
ト
ル
。
比
叡
山
よ
り
四
十
八
メ
ー
ト
ル
高
い
。
山
城
・
丹
波
両

国
堺
に
当
た
る
」（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

四
九
九
頁
（。『
山
州
名
跡
志
』
で
は
、
桟
敷
嶽
に
ま
つ
わ
る
惟
喬
親
王
の
伝
承
と
と
も

に
、
山
頂
に
あ
る
池
・
三
本
竹
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
所
在
地
は
不
明
。
ち
な
み
に
、
引
用
本
文
中
に
あ
る
「
○
」「
●
」

の
記
号
に
つ
い
て
、『
山
州
名
跡
志
』「
凡
例
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
○
」
は
同
書
執
筆
時
に
現
存
し
て
い
る
、「
●
」
は
確
認
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
（（
（　
『
山
州
名
跡
志
』
に
は
桟
敷
嶽
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
が
所
在
地
は
不
明
。
惟
喬
親
王
の
馬
を
飼
っ
て
い
た
場
所
だ
と
い
う
。

（
（3
（　
『
山
州
名
跡
志
』
に
は
東
河
内
村
の
南
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
な
い
。
解
説
に
は
「
今
は
北
区
大
森
東
町
の
安
楽
寺
（
真
言

宗
、
無
住
（
に
遷
さ
れ
、
惟
喬
親
王
像
を
安
置
す
る
」
と
あ
る
（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

一
九
八
一
年　

五
〇
〇
頁
（。

（
（4
（　
『
山
州
名
跡
志
』
に
は
、
惟
喬
社
と
同
じ
く
東
河
内
村
の
長
福
寺
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
。
現
在
も
確
認
で
き
る
。
解
説
に
よ
る
と
、
塔



五
〇

は
、「
北
区
大
森
東
町
長
福
寺
（
臨
済
宗
大
徳
寺
派
（
に
あ
る
。
高
さ
一
・
六
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
宝
篋
印
塔
（
室
町
（。
供
養
塔
と
し
て
つ
く
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
こ
と
（『
日
本
名
所
風
俗
図
会
8
』
角
川
書
店　

一
九
八
一
年　

五
〇
〇
頁
（。

（
（（
（　
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
の
「
小
野
」
と
葛
野
郡
「
小
野
」
の
つ
な
が
り
と
し
て
、
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
前
掲
注（
（
（
で
、
か
つ
て
葛
野

郡
「
小
野
」
は
愛
宕
郡
「
小
野
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
小
野
山
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、
実
は
夕
霧
巻
本
文
に
も
「
小
野

山
」
の
語
が
見
え
る
。
次
の
引
用
は
、
落
葉
宮
か
ら
の
手
紙
の
返
事
を
待
つ
夕
霧
の
も
と
に
、
よ
う
や
く
返
事
が
届
け
ら
れ
る
も
、
そ
れ
は
侍
女
で

あ
る
小
少
将
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
返
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
返
事
に
は
落
葉
宮
の
手
習
の
歌
と
お
ぼ
し
き
和
歌
が
書
か
れ
た
紙
が
添
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

（
夕
霧
は
、
小
少
将
か
ら
の
返
事
に
添
え
ら
れ
た
紙
に
（
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
た
ま
へ
る
を
、
見
続
け
た
ま
へ
れ
ば
、

　
　
（
落
葉
宮
歌
（
朝
夕
に
泣
く
音
を
立
つ
る
小
野
山
は
絶
え
ぬ
涙
や
音
無
の
滝

と
や
、
と
り
な
す
べ
か
ら
む
。
古
言
な
ど
、
も
の
思
は
し
げ
に
書
き
乱
り
た
ま
へ
る
、
御
手
な
ど
も
見
所
あ
り
。

�

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
6
』
新
潮
社　

一
九
八
二
年　

夕
霧
・
六
六
頁
（

�

こ
の
和
歌
で
落
葉
宮
が
声
を
上
げ
て
泣
い
て
い
る
土
地
は
「
小
野
山
」
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
小
野
山
」
と
い
う
語
も
、
葛
野
郡
「
小
野
」

が
落
葉
宮
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
（6
（　

本
論
で
は
『
河
海
抄
』
や
『
山
州
名
跡
志
』
に
『
伊
勢
物
語
』
の
作
品
名
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
同
内
容

の
話
は
『
古
今
和
歌
集
』（
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
九
七
〇
（
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

惟
喬
親
王
の
も
と
に
ま
か
り
通
ひ
け
る
を
、
頭
お
ろ
し
て
、
小
野
と
言
ふ
所
に
侍
け
る
に
、
正
月
に
、
訪
ら
は
む
と
て
ま
か
り
た
り
け
る

に
、
比
叡
山
の
麓
な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
深
か
り
け
り
。
強
ひ
て
か
の
室
に
ま
か
り
至
り
て
、
拝
み
け
る
に
、
つ
れ
〴
〵
と
し
て
、
い
と

も
の
悲
し
く
て
、
帰
り
ま
う
で
来
て
、
よ
み
て
、
贈
り
け
る
。

わ
す
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は�

�

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年　

二
九
一
頁
（

�

本
論
で
「『
源
氏
物
語
』
の
知
識
だ
け
で
は
な
い
、『
伊
勢
物
語
』
な
ら
び
に
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
の
世
界
を
含
め
た
総
合
的
な
知
識

0

0

0

0

0

0

」
と
述
べ
た

の
は
、
右
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
よ
う
に
、
注
記
上
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ア
タ
マ
の
中
で
は
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
も

あ
り
、
必
ず
し
も
特
定
の
作
品
理
解
の
み
に
限
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。


