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か
り
け
り
。

五
日
と
い
ふ
朝
座
に
は
て
て
、
御
堂
の
飾
り
取
り
さ
け
、
御
し
つ
ら
ひ

改
む
る
に
、
北
の
廂
も
障
子
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
、
み
な
入
り
立
ち
て

つ
く
ろ
ふ
ほ
ど
、
西
の
渡
殿
に
姫
宮
お
は
し
ま
し
け
り
。
も
の
聞
き
困
じ

て
女
房
も
お
の
お
の
局
に
あ
り
つ
つ
、御
前
は
い
と
人
少
な
な
る
夕
暮
に
、

大
将
殿
直
衣
着
か
へ
て
、
今
日
ま
か
づ
る
僧
の
中
に
か
な
ら
ず
の
た
ま
ふ

べ
き
こ
と
あ
る
に
よ
り
、
釣
殿
の
方
に
お
は
し
た
る
に
、
み
な
ま
か
で
ぬ

れ
ば
、
池
の
方
に
涼
み
た
ま
ひ
て
、
人
少
な
な
る
に
、
か
く
い
ふ
宰
相
の

君
な
ど
、
か
り
そ
め
に
几
帳
な
ど
ば
か
り
立
て
て
、
う
ち
や
す
む
上
局
に

し
た
り
。
こ
こ
に
や
あ
ら
む
、
人
の
衣
の
音
す
と
思
し
て
、
馬
道
の
方
の

障
子
の
細
く
開
き
た
る
よ
り
、
や
を
ら
見
た
ま
へ
ば
、
例
、
さ
や
う
の
人

の
ゐ
た
る
け
は
ひ
に
は
似
ず
、
は
れ
ば
れ
し
く
し
つ
ら
ひ
た
れ
ば
、
な
か

な
か
、
几
帳
ど
も
の
立
て
ち
が
へ
た
る
あ
は
ひ
よ
り
見
通
さ
れ
て
、
あ
ら

は
な
り
。
氷
を
物
の
蓋
に
置
き
て
割
る
と
て
、
も
て
騒
ぐ
人
々
、
大
人
三

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻
に
、
女
一
の
宮
を
薫
が
垣
間
見
る
場
面
が
あ
る
。
亡

き
光
源
氏
と
紫
の
上
の
追
善
法
華
八
講
の
後
片
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
女

一
の
宮
は
、春
の
町
の
西
の
渡
殿
に
居
た
。
釣
殿
の
方
か
ら
や
っ
て
来
た
薫
は
、

そ
こ
で
女
一
の
宮
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
釣
殿
か
ら
ど
う
い

う
経
路
で
近
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
視
線
で
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
の
か
。
六
条

院
の
建
物
配
置
に
も
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
該
当
箇
所
の
本
文
を
掲
げ
る
。

〈
本
文
一
〉

蓮
の
花
の
盛
り
に
、
御
八
講
せ
ら
る
。
六
条
院
の
御
た
め
、
紫
の
上
な

ど
み
な
思
し
分
け
つ
つ
、
御
経
、
仏
な
ど
供
養
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
か

め
し
く
尊
く
な
ん
あ
り
け
る
。
五
巻
の
日
な
ど
は
、
い
み
じ
き
見
物
な
り

け
れ
ば
、
こ
な
た
か
な
た
、
女
房
に
つ
き
つ
つ
参
り
て
、
も
の
見
る
人
多

『
源
氏
物
語
』
蜻
蛉
巻
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
場
面
の
検
討

︱ 

馬
道
の
方
か
ら
の
薫
の
視
線
に
つ
い
て 

︱
加

　

藤

　

伸

　

江
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馬
道
の
方
の
襖
。「
馬
道
」は
、建
物
の
中
央
を
貫
通
す
る
廊
下
。
こ
こ
は
、

西
の
対
を
南
北
に
仕
切
る
馬
道
か
。

⑤
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
６
）　

西
の
対
の
馬
道
に
面
し
た
側
の
、
渡
殿
の
襖
障
子
。「
馬
道
」
は
建
物
内

を
貫
く
通
路
。

⑥
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
７
）　

殿
舎
内
に
設
け
ら
れ
た
板
敷
き
の
通
路
。こ
こ
は
中
門
の
そ
ば
の
切
馬
道
か
。

⑦
池
浩
三
氏
「
六
条
院
想
定
平
面
図
」
（
８
）　

文
の
脈
絡
や
や
明
確
を
欠
く
が
、「
釣
殿
」
は
西
の
釣
殿
、「
馬
道
」
は
常

に
は
厚
板
を
架
け
渡
し
て
廊
の
ご
と
く
通
行
し
、
必
要
あ
る
時
は
こ
れ
を

取
り
は
ず
し
て
馬
を
引
き
入
れ
る
切
馬
道
で
、
西
の
中
門
の
そ
ば
に
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
向
の
障
子
の
間
か
ら
ど
の
よ
う
な
視
線
で
見
た
の

か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
文
の
状
況
設
定

だ
と
、
僧
侶
た
ち
は
西
門
か
ら
退
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑧
倉
田
実
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
障
子 

―
寝
殿
造
の
屏
障
具
―
」

（
９
）　

薫
が
生
絹
姿
で
氷
を
手
に
し
た
女
一
の
宮
を
覗
き
見
す
る
段
で
あ
る
。「
馬

道
」
の
場
所
に
諸
説
あ
る
が
、
後
に
薫
は
、
女
一
の
宮
を
覗
き
見
た
「
あ

り
し
渡
殿
も
慰
め
に
見
む
か
し
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
馬
道
は
渡
殿
内

部
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
壁
渡
殿
に
休
む
女
一
の
宮
を
、
薫
は
馬
道

に
い
て
た
ま
た
ま
開
い
て
い
た
障
子
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
馬
道
に
つ
い
て
、「
切
馬
道
」
説
や
「
建
物
内
を
貫
く
通
路
」

人
ば
か
り
、童
と
ゐ
た
り
。唐
衣
も
汗
衫
も
着
ず
、み
な
う
ち
と
け
た
れ
ば
、

御
前
と
は
見
た
ま
は
ぬ
に
、
白
き
薄
物
の
御
衣
着
た
ま
へ
る
人
の
、
手
に

氷
を
持
ち
な
が
ら
、
か
く
あ
ら
そ
ふ
を
す
こ
し
笑
み
た
ま
へ
る
御
顔
、
言

は
む
方
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
い
と
暑
さ
の
た
へ
が
た
き
日
な
れ
ば
、

こ
ち
た
き
御
髪
の
、
苦
し
う
思
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
、
す
こ
し
こ
な
た
に

な
び
か
し
て
引
か
れ
た
る
ほ
ど
、
た
と
へ
ん
も
の
な
し
。
こ
こ
ら
よ
き
人

を
見
集
む
れ
ど
、
似
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
と
お
ぼ
ゆ
。

（
蜻
蛉
・
⑥
二
四
七
〜
二
四
九
（
１
）

）

一
、
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
場
面
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

こ
の
場
面
に
語
ら
れ
る
馬
道
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
注
釈
書
と
論
考
の
見

解
を
掲
げ
る
。

①
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
２
）　

（
薫
は
涼
ん
だ
後
、
西
の
渡
殿
の
方
を
振
り
向
く
と
）
中
門
の
所
の
切
馬

道
の
そ
ば
の
部
屋
の
襖
が
。
小
宰
相
の
上
局
は
、
切
馬
道
に
近
い
方
な
の

で
あ
る
。

②
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
３
）　

切
馬
道
の
こ
と
。
殿
内
に
設
け
て
あ
る
通
路
。

③
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
４
）　

殿
舎
内
に
設
け
ら
れ
た
板
敷
の
通
路
。中
門
の
そ
ば
の
切
馬
道
で
あ
ろ
う
。

④
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
５
）　



̶ 15 ̶

馬
道
ば
か
り
の
隔
て
な
る
に
、御
心
の
中
は
は
る
か
に
隔
た
り
け
ん
か
し
。

（
真
木
柱
・
③
三
八
一
）

玉
鬘
尚
侍
の
東
面
に
局
が
あ
り
、
式
部
卿
宮
の
女
御
が
西
面
に
お
り
、
そ
の

間
に
馬
道
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
本
文
に
は
、
蜻
蛉
巻
の
ほ
か
に
二
ヶ
所
に

記
述
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
宮
中
の
馬
道
で
あ
る
。

馬
道
と
は
、「
平
安
時
代
の
住
宅
建
築
に
お
い
て
、
殿
舎
の
中
央
部
を
梁
行

き
の
方
向
に
貫
通
し
て
設
け
た
通
路
。
殿
舎
内
の
も
の
は
板
敷
き
で
あ
る
が
、

廊
な
ど
に
設
け
た
も
の
は
土
間
」（『
角
川
古
語
大
辞
典
』
）
10
（

）
だ
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、こ
の
説
明
の
み
で
は
具
体
的
な
構
造
が
理
解
で
き
な
い
た
め
、

実
在
の
古
建
築
を
参
考
に
し
た
い
。「
国
宝
　
石
上
神
宮
摂
社
出
雲
建
雄
神
社

拝
殿
」
を
見
る
〔
写
真
１
〕。
文
化
庁
監
修
『
国
宝
』
十
五
　
建
造
物
三）

11
（

に
は
、

次
の
説
明
が
あ
る
。

瀟
洒
で
軽
快
な
意
匠
の
拝
殿
で
、
横
長
の
建
物
の
中
央
一
間
を
馬
道
（
土

間
の
通
路
）
と
し
た
割
拝
殿
で
あ
る
。（
中
略
）
す
べ
て
角
柱
で
側
面
は
、

板
扉
、
他
は
す
べ
て
引
違
い
の
格
子
戸
と
す
る
。（
中
略
）
割
拝
殿
の
遺

構
と
し
て
は
も
っ
と
も
古
い
。

ほ
か
、「
国
宝
　
桜
井
神
社
拝
殿
（
堺
市
）」、「
国
宝
　
大
崎
八
幡
宮
（
仙
台
）」

「
重
要
文
化
財
　
東
大
寺
二
月
堂
参
籠
所
」
な
ど
に
馬
道
が
あ
る
。〔
写
真
１
〕

を
見
る
と
、
建
物
の
中
を
外
か
ら
通
り
抜
け
る
こ
と
の
で
き
る
土
間
が
あ
る
。

こ
の
土
間
が
馬
道
と
呼
ば
れ
る
。
蜻
蛉
巻
の
西
の
渡
殿
に
は
、「
馬
道
の
方
の

障
子
」
が
あ
っ
た
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
、「
国
宝
　
石
上
神
宮
摂
社
出
雲
建

説
が
あ
る
。池
浩
三
氏
は
、「
ど
の
よ
う
な
視
線
で
見
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
」

と
し
、「
切
馬
道
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
倉
田
実
氏
は
、「「
馬
道
」
の
場
所
に

諸
説
あ
る
」
と
し
、「
馬
道
は
渡
殿
内
部
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
さ
れ

て
い
る
。

馬
道
の
実
態
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
薫

が
、
ど
こ
に
い
て
ど
の
よ
う
な
視
点
で
あ
っ
た
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
そ
こ

で
、
現
存
す
る
馬
道
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
馬
道
の
構

造
を
想
定
し
た
い
。

二
、
馬
道
に
つ
い
て

蜻
蛉
巻
の
こ
の
場
面
以
外
に
、
馬
道
が
描
か
れ
て
い
る
本
文
を
掲
げ
る
。

〈
本
文
二
〉

参
上
り
た
ま
ふ
に
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
、
打
橋
、
渡

殿
の
こ
こ
か
し
こ
の
道
に
あ
や
し
き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の
人

の
衣
の
裾
た
へ
が
た
く
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
時
に
は
、

え
避
ら
ぬ
馬
道
の
戸
を
鎖
し
こ
め
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は
せ
て
は
し

た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ふ
時
も
多
か
り
。
　
　
　
　（
桐
壺
・
①
二
○
）

桐
壺
か
ら
清
涼
殿
ま
で
の
道
中
に
、
馬
道
が
あ
り
、
そ
の
戸
を
両
側
か
ら
閉

め
た
の
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
は
屋
外
に
閉
め
だ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

〈
本
文
三
〉

承
香
殿
の
東
面
に
御
局
し
た
り
。
西
に
宮
の
女
御
は
お
は
し
け
れ
ば
、
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が
切
馬
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
切
馬
道
は
中
門
の
そ
ば
に
あ
る
。
中

門
か
ら
建
物
に
上
が
る
こ
と
な
く
、
地
面
を
移
動
す
る
場
合
の
た
め
に
取
り
外

せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
が
切
馬
道
な
の
で
あ
る
。

一
方
、『
内
裡
図
』
の
他
の
場
所
を
見
る
と
、
馬
道
も
存
在
す
る
。〈
本
文
三
〉

に
掲
げ
た
承
香
殿
に
馬
道
の
位
置
が
書
か
れ
て
お
り
、
玉
鬘
尚
侍
と
式
部
卿
宮

の
女
御
の
局
に
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
の
場
所
に
も
馬
道

が
書
か
れ
て
い
る
。〈
本
文
二
〉
に
掲
げ
た
桐
壺
更
衣
が
清
涼
殿
に
上
が
る
経

路
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
だ
が
、
道
中
馬
道
を
通
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
状

況
が
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
馬
道
と
切
馬
道
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
馬
道
は
、
殿
舎
の

中
央
部
に
貫
通
し
て
設
け
た
通
路
で
あ
り
、
切
馬
道
は
、
殿
舎
を
つ
な
ぐ
長
橋

な
ど
に
設
け
た
取
り
外
し
可
能
な
通
路
な
の
で
あ
る
。
本
文
に
馬
道
と
書
い
て

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
切
馬
道
で
あ
る
と
い
う
説
が
多
か
っ
た
の
は
、『
枕
草
子
』

第
一
○
○
段
や
『
信
貴
山
縁
起
』
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
不
明

で
あ
る
。
寝
殿
と
西
の
対
を
つ
な
ぐ
機
能
を
持
つ
渡
殿
に
、
切
馬
道
が
ど
の
よ

う
に
設
置
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
蜻
蛉
巻
の
馬
道
は
、
西
の
渡
殿
を
貫
通
す
る

通
路
で
あ
り
土
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、後
述
す
る
。

三
、
女
一
の
宮
の
居
所
に
つ
い
て

次
に
、
女
一
の
宮
の
居
所
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。〈
本
文
一
〉
に
掲
げ

た
法
華
八
講
の
片
付
け
の
場
面
で
は
、
女
一
の
宮
は
春
の
町
の
西
の
渡
殿
に
居

雄
神
社
拝
殿
」
で
は
格
子
戸
に
な
っ
て
い
る
所
が
障
子
と
な
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
障
子
に
つ
い
て
は
、
倉
田
実
氏
が
、「
平
安
朝
に
お
い
て
狭

義
に
は
、
今
日
の
襖
に
相
当
す
る
も
の
を
指
す
」）

12
（

と
、
定
義
し
て
お
ら
れ
る
。

蜻
蛉
巻
で
描
か
れ
る
西
の
渡
殿
の
馬
道
は
、「
国
宝
　
石
上
神
宮
摂
社
出
雲
建

雄
神
社
拝
殿
」
の
よ
う
な
構
造
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
先
行
研
究

の
多
く
は
、「
切
馬
道
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
蜻
蛉
巻
本
文
に
は
、「
馬
道
」

と
書
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
切
馬
道
」
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
馬
道
の
構
造
で
は
不
都
合
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

13
（

に
お
い
て
、
切
馬
道
と
は
「
殿
舎
を
つ
な
ぐ
廊
の
板

敷
を
切
り
離
し
て
取
り
外
せ
る
よ
う
に
し
、
必
要
に
応
じ
て
内
庭
に
馬
な
ど
を

引
き
入
れ
や
す
く
し
た
所
」
と
説
明
さ
れ
、『
信
貴
山
縁
起
』
の
切
馬
道
の
箇

所
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
『
内
裡
図
』〔
図
１
〕
に
見
る
と
、「
キ

リ
メ
ド
ウ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
長
橋
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
切
馬

道
は
、
ほ
か
に
弘
徽
殿
と
登
華
殿
の
間
と
、
麗
景
殿
と
宣
耀
殿
の
間
に
書
か
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、『
枕
草
子
』
第
一
○
○
段
に
、「
ほ
と
ほ
と
う
ち
橋
よ
り

も
落
ち
ぬ
べ
し
。」）

14
（

と
い
う
本
文
が
あ
る
。
定
子
の
妹
原
子
が
東
宮
に
入
内
す

る
折
、「
登
華
殿
の
東
の
廂
の
二
間
に
、
御
し
つ
ら
ひ
は
し
た
り
。」）

15
（

と
あ
り
、

東
宮
へ
上
る
た
め
に
登
華
殿
の
東
の
廂
の
二
間
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
原
子
が

東
宮
へ
上
っ
た
あ
と
、
定
子
が
清
涼
殿
へ
上
る
時
、
道
隆
の
語
る
冗
談
の
せ
い

で
女
房
た
ち
が
打
橋
か
ら
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
登
華
殿
か

ら
弘
徽
殿
の
間
に
は
打
橋
が
あ
り
、
そ
の
一
部
を
取
り
外
せ
る
よ
う
に
し
た
の
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述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
先
行
の
注
釈
書
を
掲
げ
る
。

①
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

釣
殿
と
西
の
対
の
間
の
西
の
渡
り
廊
に
、
女
一
の
宮
（
匂
宮
の
姉
）
は
御

あ
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
っ
け
。

②
『
源
氏
物
語
評
釈
』

寝
殿
を
整
頓
す
る
間
、
一
時
、
女
一
の
宮
は
西
の
渡
殿
に
い
た
の
で
あ
る
。

③
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

寝
殿
を
か
た
づ
け
る
間
だ
け
、
女
一
の
宮
を
西
の
渡
殿
に
移
し
た
。

④
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

寝
殿
と
西
の
対
の
間
の
渡
殿
。
寝
殿
を
片
付
け
る
間
、
一
時
、
女
一
の
宮

を
お
移
し
し
て
い
る
。

⑤
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

寝
殿
と
西
の
対
を
つ
な
ぐ
建
物
。女
一
の
宮
は
移
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

⑥
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

寝
殿
を
か
た
づ
け
る
間
だ
け
、
女
一
の
宮
を
西
の
渡
殿
に
移
し
た
。

女
一
の
宮
が
西
の
渡
殿
に
居
た
、
こ
の
場
面
の
注
記
で
は
女
一
の
宮
の
居

所
を
特
定
で
き
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
西
の
渡
殿
」
に
つ
い
て
の

本
文
異
同
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
で
は
、
源
氏
亡
き
後
の
六
条
院
の
住
人

は
誰
に
な
っ
て
い
る
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
匂
宮
の
兄
で
あ
る

二
の
宮
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

る
。
し
か
し
、
元
来
女
一
の
宮
は
、
春
の
町
の
東
の
対
の
住
人
で
あ
る
。
そ
れ

は
次
の
本
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。

〈
本
文
四
〉

女
一
の
宮
は
、
六
条
院
南
の
町
の
東
の
対
を
、
そ
の
世
の
御
し
つ
ら
ひ

あ
ら
た
め
ず
お
は
し
ま
し
て
、
朝
夕
に
恋
ひ
し
の
び
き
こ
え
た
ま
ふ
。

（
匂
兵
部
卿
・
⑤
一
八
）

紫
の
上
に
養
育
さ
れ
た
女
一
の
宮
は
、
紫
の
上
亡
き
後
も
室
内
の
あ
り
さ
ま

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
紫
の
上
を
偲
び
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
蜻

蛉
巻
の
法
華
八
講
の
後
片
づ
け
の
時
、
女
一
の
宮
が
西
の
渡
殿
に
居
た
こ
と
に

よ
り
、
宮
川
葉
子
氏
は
、
女
一
の
宮
の
居
所
が
春
の
町
の
東
の
対
か
ら
読
者
に

無
断
で
春
の
町
の
寝
殿
西
面
へ
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
匂
宮
巻
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
東
の
対
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
も
し
東
の
対
に
住
む
の
な
ら
、
寝
殿
で
の
御
八
講
の
後
片
づ
け
を
待

つ
間
に
、
西
の
渡
殿
に
移
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
、
さ
っ
さ
と
東

の
対
へ
引
き
あ
げ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
「
寝
殿

4

4

を
か
た
づ
け

る
間
だ
け
、
女
一
宮
を
西
の
渡
殿
に
移
し
た
」（
二
三
七
頁
　
頭
注
一
七
）

と
す
る
の
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
一
宮
は
寝
殿
に
住
ま
う
者
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
女
一
宮
は
、
寝
殿
西
面
の
住
人

と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る）

16
（

。

匂
兵
部
卿
巻
に
書
か
れ
た
春
の
町
東
の
対
か
ら
、
蜻
蛉
巻
で
は
西
の
対
に

移
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
西
の
渡
殿
に
」
の
箇
所
の
注
は
、
ど
う
記
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の
宮
は
三
条
の
宮
に
移
っ
て
い
る
。
落
葉
の
宮
が
住
む
夏
の
町
に
は
、
夕
霧
の
六

の
君
が
養
女
と
し
て
住
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
次
の
本
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。

〈
本
文
七
〉

や
む
ご
と
な
き
よ
り
も
、
典
侍
腹
の
六
の
君
と
か
、
い
と
す
ぐ
れ
て
を
か

し
げ
に
、
心
ば
へ
な
ど
も
足
ら
ひ
て
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
を
、
世
の
お
ぼ
え

の
お
と
し
め
ざ
ま
な
る
べ
き
し
も
か
く
あ
た
ら
し
き
を
心
苦
し
う
思
し

て
、
一
条
宮
の
、
さ
る
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
持
た
ま
へ
ら
で
さ
う
ざ
う
し
き
に
、

迎
へ
と
り
て
奉
り
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　（
匂
兵
部
卿
・
⑤
三
二
）

落
葉
の
宮
の
養
女
と
な
っ
た
六
の
君
が
居
る
六
条
院
夏
の
町
に
、
の
ち
匂
宮

が
通
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
匂
宮
の
居
所
に
つ
い
て
の
本
文
を
掲
げ
る
。

〈
本
文
八
〉

紫
の
上
の
御
心
寄
せ
こ
と
に
は
ぐ
く
み
き
こ
え
た
ま
ひ
し
ゆ
ゑ
、
三
の
宮

は
二
条
院
に
お
は
し
ま
す
。
春
宮
を
ば
、
さ
る
や
む
ご
と
な
き
も
の
に
お

き
た
て
ま
つ
り
た
ま
て
、
帝
、
后
い
み
じ
う
か
な
し
う
し
た
て
ま
つ
り
、

か
し
づ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
宮
な
れ
ば
、
内
裏
住
み
を
せ
さ
せ
た
て
ま

つ
り
た
ま
へ
ど
、な
ほ
心
や
す
き
古
里
に
住
み
よ
く
し
た
ま
ふ
な
り
け
り
。

（
匂
兵
部
卿
・
⑤
一
七
〜
一
八
）

匂
宮
に
は
内
裏
に
部
屋
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
古
里
の
二
条
院
に
居
る
こ

と
が
多
い
と
言
う
。
二
の
宮
は
、
梅
壺
に
曹
司
が
あ
り
、
六
条
院
の
寝
殿
が
御

休
み
所
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
二
の
宮
の
北
の
方
、
夕
霧
の
中
姫
君
は
、
ど
こ

に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雲
居
雁
の
い
る
三
条
宮
で
あ
ろ
う
か
。
二
の

〈
本
文
五
〉

二
の
宮
も
、
同
じ
殿
の
寝
殿
を
時
々
の
御
休
み
所
に
し
た
ま
ひ
て
、
梅
壺

を
御
曹
司
に
し
た
ま
ひ
て
、
右
の
大
殿
の
中
姫
君
を
得
た
て
ま
つ
り
た
ま

へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
匂
兵
部
卿
・
⑤
一
八
）

六
条
院
春
の
町
の
寝
殿
は
、
二
の
宮
の
御
休
み
所
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
源

氏
の
生
前
に
六
条
院
に
住
ん
で
い
た
人
々
は
、ど
こ
に
住
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。

〈
本
文
六
〉

さ
ま
ざ
ま
集
ひ
た
ま
へ
り
し
御
方
々
、
泣
く
泣
く
つ
ひ
に
お
は
す
べ
き

住
み
処
ど
も
に
、
み
な
お
の
お
の
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
花
散
里
と
聞
こ

え
し
は
、
東
の
院
を
ぞ
、
御
処
分
所
に
て
渡
り
た
ま
ひ
に
け
る
。
入
道
の

宮
は
、
三
条
宮
に
お
は
し
ま
す
。
今
后
は
内
裏
に
の
み
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ

ば
、
院
の
内
さ
び
し
く
人
少
な
に
な
り
に
け
る
を
、
右
大
臣
、「
人
の
上

に
て
、
い
に
し
へ
の
例
を
見
聞
く
に
も
、
生
け
る
限
り
の
世
に
、
心
を
と

ど
め
て
造
り
占
め
た
る
人
の
家
居
の
な
ご
り
な
く
う
ち
棄
て
ら
れ
て
、
世

の
な
ら
ひ
も
常
な
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
あ
は
れ
に
、
は
か
な
さ
知
ら
る
る

を
、
わ
が
世
に
あ
ら
ん
限
り
だ
に
、
こ
の
院
荒
ら
さ
ず
、
ほ
と
り
の
大
路

な
ど
人
影
離
れ
は
つ
ま
じ
う
」
と
思
し
の
た
ま
は
せ
て
、
丑
寅
の
町
に
、

か
の
一
条
宮
を
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
な
む
、
三
条
殿
と
、
夜
ご
と

に
十
五
日
づ
つ
、
う
る
は
し
う
通
ひ
住
み
た
ま
ひ
け
る
。

（
匂
兵
部
卿
・
⑤
一
九
〜
二
○
）

六
条
院
夏
の
町
に
は
、
落
葉
の
宮
が
住
む
。
花
散
里
は
二
条
東
院
に
、
女
三
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〈
本
文
九
〉

か
く
て
二
月
の
十
余
日
に
、
朱
雀
院
の
姫
宮
、
六
条
院
へ
渡
り
た
ま
ふ
。

こ
の
院
に
も
、
御
心
ま
う
け
世
の
常
な
ら
ず
。
若
菜
ま
ゐ
り
し
西
の
放
出

に
、
御
帳
立
て
て
、
そ
な
た
の
一
二
の
対
、
渡
殿
か
け
て
、
女
房
の
局
々

ま
で
、
こ
ま
か
に
し
つ
ら
ひ
磨
か
せ
た
ま
へ
り
。

（
若
菜
上
・
④
六
一
〜
六
二
）

源
氏
の
正
妻
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
折
、
西
の
対
は
女
房
の
局
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
蜻
蛉
巻
に
お
い
て
、
宮
の
君
が
西
の
対
に
住
む
こ

と
に
な
る
。
西
の
対
は
、
東
の
対
よ
り
格
下
の
奥
向
き
の
建
物
な
の
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
春
の
町
の
西
の
対
に
は
女
一
の
宮
が
住
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
宮
川

氏
の
説
に
は
賛
同
で
き
る
。

春
の
町
は
、
寝
殿
が
明
石
の
中
宮
の
里
邸
と
二
の
宮
の
御
休
み
所
で
あ
り
、

東
の
対
が
女
一
の
宮
の
居
所
で
あ
り
、
西
の
対
が
女
房
の
局
で
あ
る
。
身
分
を

考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
適
当
な
場
に
収
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
一
の

宮
は
、
法
華
八
講
の
片
付
け
の
時
だ
け
仮
に
西
の
渡
殿
に
居
た
と
考
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
女
一
の
宮
が
西
の
渡
殿
に
居
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
先
行
研
究

⑦
に
掲
げ
た
池
氏
は
、「
僧
侶
た
ち
は
西
門
か
ら
退
出
し
た
」
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
薫
が
僧
に
会
い
に
赴
い
た
の
は
釣
殿
と
書
か
れ
、
西
の
釣
殿

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
東
の
釣
殿
で
あ
っ
た
ほ
う
が
僧
の
退
出
経
路
と
し
て

無
理
が
な
か
ろ
う
。
藤
裏
葉
巻
で
帝
の
行
幸
が
あ
っ
た
東
面
は
、
大
路
に
面
し

て
い
る
は
ず
だ
し
、
西
側
は
秋
好
中
宮
の
町
が
あ
る
。
六
条
院
の
外
に
出
る
西

宮
が
御
休
み
所
と
し
て
い
る
六
条
院
春
の
町
の
寝
殿
に
住
ん
で
い
た
可
能
性
も

あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、源
氏
亡
き
あ
と
の
六
条
院
の
住
人
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
。

宮
川
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
一
の
宮
が
春
の
町
の
寝
殿
に
居
を
移
し
た

と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
六
条
院
春
の
町
の
寝
殿
は
、
明
石
の
中

宮
が
内
裏
か
ら
退
出
さ
れ
た
際
の
里
で
あ
り
、
二
の
宮
の
御
休
み
所
と
な
っ
て

い
る
。
常
に
住
む
人
が
い
な
く
て
も
、
こ
の
二
人
の
た
め
に
空
け
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
女
一
の
宮
が
寝
殿
に
移
っ
た
と
し
て
、
東
の

対
が
空
く
。
東
の
対
に
誰
が
住
む
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
紫
の
上
に
育
て
ら

れ
た
女
一
の
宮
以
外
に
、東
の
対
に
住
む
に
ふ
さ
わ
し
い
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

宮
川
氏
は
、
女
一
の
宮
が
東
の
対
か
ら
寝
殿
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一

方
で
、
女
一
の
宮
が
西
の
対
に
住
む
こ
と
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

女
一
宮
の
居
所
は
西
の
対
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
①
女
三
宮

降
嫁
の
折
、
西
の
一
の
対
、
二
の
対
及
び
西
の
渡
殿
は
女
房
の
局
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
（
若
菜
上
　
五
五
頁
）、
②
女
一
宮
に
出
仕
す

る
式
部
卿
宮
の
姫
君
は
「
こ
の
西
の
対
に
ぞ
御
方
し
た
り
け
る
」（
蜻
蛉    

二
六
二
頁
）
と
あ
り
、
上
﨟
と
は
い
え
女
房
と
同
じ
対
屋
に
一
品
の
姫
君

が
住
む
と
は
思
え
な
い
こ
と
、
な
ど
勘
案
す
る
と
、
西
の
対
は
皇
女
一
品

宮
の
居
所
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）
17
（

。

六
条
院
西
の
対
に
つ
い
て
は
、
女
三
の
宮
が
降
嫁
し
た
折
に
語
ら
れ
る
。
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さ
げ
て
め
ぐ
り
た
ま
ふ
に
、大
将
殿
の
御
用
意
な
ど
な
ほ
似
る
も
の
な
し
。

常
に
同
じ
こ
と
の
や
う
な
れ
ど
、
見
た
て
ま
つ
る
た
び
ご
と
に
、
め
づ
ら

し
か
ら
む
を
ば
い
か
が
は
せ
む
。

最
終
の
日
、
わ
が
御
事
を
結
願
に
て
、
世
を
背
き
た
ま
ふ
よ
し
仏
に
申

さ
せ
た
ま
ふ
に
、
み
な
人
々
驚
き
た
ま
ひ
ぬ
。

（
賢
木
・
②
一
二
九
〜
一
三
○
）

藤
壺
の
宮
主
催
の
法
華
八
講
で
あ
る
。最
終
日
に
藤
壺
の
宮
自
身
が
出
家
し
、

源
氏
は
嘆
く
。
新
編
全
集
一
三
○
頁
の
頭
注
六
に
「
薪
の
行
道
と
呼
ば
れ
る
儀

式
。
行
基
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
法
華
経
を
わ
が
得
し
こ
と
は
薪
こ
り
菜
摘
み
水

汲
み
仕
へ
て
ぞ
得
し
」（
拾
遺
・
哀
傷
）
を
歌
い
な
が
ら
、
捧
げ
物
を
し
た
り

薪
を
背
負
っ
た
り
水
桶
を
持
っ
た
り
し
て
行
道
す
る
。」
と
あ
る
。
親
王
た
ち

も
行
道
し
て
い
る
。
賢
木
巻
で
の
藤
壺
の
法
華
八
講
は
、
江
戸
時
代
（
十
七
世

紀
）
の
『
伝
土
佐
光
起
　
源
氏
物
語
絵
巻）

19
（

』
に
描
か
れ
て
い
る
。
法
華
八
講
の

場
と
し
て
、
寝
殿
ほ
ぼ
全
て
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ほ
か
に
、
須
磨
・
明
石
か
ら
帰
京
し
た
源
氏
が
、
亡
き
父
桐
壺
院
の
た
め
、

法
華
八
講
を
催
す
場
面
が
あ
る
。

〈
本
文
十
一
〉

さ
や
か
に
見
え
た
ま
ひ
し
夢
の
後
は
、
院
の
帝
の
御
事
を
心
に
か
け
き

こ
え
た
ま
ひ
て
、
い
か
で
か
の
沈
み
た
ま
ふ
ら
ん
罪
救
ひ
た
て
ま
つ
る
こ

と
を
せ
む
と
思
し
嘆
き
け
る
を
、
か
く
帰
り
た
ま
ひ
て
は
、
そ
の
御
い
そ

ぎ
し
た
ま
ふ
。
神
無
月
に
御
八
講
し
た
ま
ふ
。
世
の
人
な
び
き
仕
う
ま
つ

門
が
春
の
町
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

四
、
法
華
八
講
の
場
と
し
て
の
六
条
院
春
の
町

で
は
な
ぜ
、
春
の
町
東
の
対
に
住
む
女
一
の
宮
が
、
蜻
蛉
巻
で
は
仮
に
で
も

西
の
渡
殿
に
居
た
の
だ
ろ
う
か
。『
細
流
抄）

18
（

』
は
、
次
の
注
を
記
す
。

「
き
た
の
ひ
さ
し
」
寝
殿
の
北
面
也
東
は
道
場
に
な
る
ゆ
へ
に
西
に
う
つ

り
給
ふ
也

東
側
は
道
場
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
西
に
移
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
注
記

で
あ
る
。
法
華
八
講
が
行
わ
れ
る
六
条
院
春
の
町
の
会
場
設
営
は
、
普
段
と
異

な
る
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
法
華
八
講
の
本
文
を
掲
げ
る
。

〈
本
文
十
〉

十
二
月
十
余
日
ば
か
り
、中
宮
の
御
八
講
な
り
。
い
み
じ
う
尊
し
。
日
々

に
供
養
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
御
経
よ
り
は
じ
め
、
玉
の
軸
、
羅
の
表
紙
、
帙
簀

の
飾
り
も
、
世
に
な
き
さ
ま
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
さ
ら
ぬ
こ
と

の
き
よ
ら
だ
に
、
世
の
常
な
ら
ず
お
は
し
ま
せ
ば
、
ま
し
て
こ
と
わ
り
な

り
。
仏
の
御
飾
り
、
花
机
の
覆
ひ
な
ど
ま
で
、
ま
こ
と
の
極
楽
思
ひ
や
ら

る
。
初
の
日
は
先
帝
の
御
料
、
次
の
日
は
母
后
の
御
た
め
、
ま
た
の
日
は

院
の
御
料
、
五
巻
の
日
な
れ
ば
、
上
達
部
な
ど
も
、
世
の
つ
つ
ま
し
さ
を

え
し
も
憚
り
た
ま
は
で
、い
と
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り
。
今
日
の
講
師
は
、

心
こ
と
に
選
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
薪
こ
る
ほ
ど
よ
り
う
ち
は
じ
め
、
同
じ

う
い
ふ
言
の
葉
も
、
い
み
じ
う
尊
し
。
親
王
た
ち
も
さ
ま
ざ
ま
の
捧
物
さ
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る
馬
道
か
ら
建
物
内
の
女
一
の
宮
を
見
て
い
る
と
い
う
構
図
が
正
確
な
の
で
は

な
い
か
。

『
源
氏
物
語
手
鑑
』
蜻
蛉
一
〔
写
真
２
〕
を
例
に
掲
げ
る
と
、
こ
の
場
面
に

馬
道
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
建
物
内
に
立
っ
て
い
る
薫
が
女
一
の
宮
を
見
る
構

図
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
な
ど
に
注
で
掲
げ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
切
馬
道
で
あ
っ
た
場
合
は
、
打
橋
を
通
っ
て
薫
が
や
っ
て
来
た

と
捉
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
打
橋
は
、
殿
舎
と
同
じ
高
さ
で
、
建
物
内
を
移
動
す

る
の
に
使
用
さ
れ
る
。
薫
は
、
池
で
涼
ん
だ
の
ち
法
華
八
講
の
場
で
あ
っ
た
後

片
付
け
中
の
寝
殿
を
再
び
通
る
こ
と
に
な
る
。
薫
は
、
次
の
本
文
に
示
す
よ
う

に
、
芳
香
が
身
に
備
わ
っ
た
人
で
あ
る
。

〈
本
文
十
二
〉

香
の
か
う
ば
し
さ
ぞ
、
こ
の
世
の
匂
ひ
な
ら
ず
、
あ
や
し
き
ま
で
、
う

ち
ふ
る
ま
ひ
た
ま
へ
る
あ
た
り
、
遠
く
隔
た
る
ほ
ど
の
追
風
も
、
ま
こ
と

に
百
歩
の
外
も
薫
り
ぬ
べ
き
心
地
し
け
る
。
　
　（
匂
兵
部
卿
・
⑤
二
六
）

薫
が
建
物
内
を
行
き
来
し
て
い
た
ら
、
他
の
女
房
た
ち
に
呼
び
止
め
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
薫
の
移
動
は
、
建
物
内
で
は
な
く
庭
を
歩
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
描
か
れ
る
馬
道
の
記
述
か
ら
解
釈
す
る
と
、
薫
は
女
一

の
宮
を
外
か
ら
垣
間
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

薫
が
庭
の
側
か
ら
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
西
の
渡
殿
は
、
ど
こ
か
。「
北
の

廂
も
障
子
ど
も
放
ち
た
り
し
か
ば
」（
蜻
蛉
・
⑥
二
四
七
）
と
あ
る
の
で
、
女

一
の
宮
は
、
法
華
八
講
の
最
中
、
寝
殿
の
北
廂
に
居
て
列
席
し
て
い
た
の
だ
ろ

る
こ
と
昔
の
や
う
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
澪
標
・
②
二
七
九
）

蜻
蛉
巻
に
描
か
れ
る
法
華
八
講
で
は
、「
五
巻
の
日
な
ど
は
、
い
み
じ
き
見

物
な
り
け
れ
ば
、
こ
な
た
か
な
た
、
女
房
に
つ
き
つ
つ
参
り
て
、
も
の
見
る
人

多
か
り
け
り
」（
蜻
蛉
・
⑥
二
四
七
）
と
あ
り
、
六
条
院
の
身
内
の
女
房
だ
け

で
な
く
、
そ
の
縁
を
頼
っ
て
、
普
段
出
入
り
す
る
こ
と
の
な
い
人
々
ま
で
訪
れ

た
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
五
巻
の
日
は
特
に
、
大
路
に
面
し
た
門
の
あ
る
東
の
対

に
、
女
一
の
宮
の
座
を
置
け
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
来
は

東
の
対
に
住
む
女
一
の
宮
が
緊
急
避
難
的
に
西
の
渡
殿
に
移
っ
て
居
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
薫
の
た
ど
っ
た
経
路

そ
れ
で
は
、
薫
は
女
一
の
宮
を
ど
の
よ
う
に
垣
間
見
た
の
か
検
討
し
た
い
。

こ
の
場
面
を
順
に
追
っ
て
い
く
。
法
華
八
講
の
あ
と
薫
は
直
衣
に
着
替
え
る
。

こ
の
着
替
え
た
場
所
は
、
東
の
対
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
日
来
て
い

る
僧
に
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
釣
殿
の
ほ
う
に
行
く
が
、
す

で
に
僧
は
退
出
し
た
あ
と
だ
っ
た
の
で
、
薫
は
池
で
涼
む
。
そ
し
て
、
薫
と
歌

を
交
わ
し
た
宰
相
の
君
の
上
局
の
辺
り
に
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
薫
が
馬
道

か
ら
中
を
覗
く
と
、
宰
相
の
君
で
は
な
く
女
一
の
宮
が
そ
こ
に
居
た
の
で
あ
っ

た
。
馬
道
は
、
建
物
に
上
ら
な
く
て
も
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
通
さ
れ
た
土
間

の
通
路
で
あ
る
。
春
の
町
に
は
西
の
対
・
二
対
と
あ
り
、
建
物
が
込
み
あ
っ
て

い
る
。
庭
か
ら
裏
側
に
廻
る
通
路
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
薫
は
土
間
で
あ
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馬
道
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
〔
図
２
〕。

注（
１
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
①
〜
⑥
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
〜
一
九
九
八
年
）

に
よ
り
、
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
私
に
傍
線
お
よ
び
枠
線
を
付
し
、
振
り
仮
名
を
省

略
し
た
。
以
下
同
じ
。

（
２
）
山
岸
徳
平
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六

三
年
）。

（
３
）
玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
十
二
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

（
４
）
阿
部
秋
生
氏
・
秋
山
虔
氏
ほ
か
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
⑥
』（
小

学
館
、
一
九
七
六
年
）。

（
５
）
石
田
穣
二
氏
・
清
水
好
子
氏
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
源
氏
物
語
八
』（
新
潮
社
、

一
九
八
五
年
）。

（
６
）
柳
井
滋
氏
・
室
伏
信
助
氏
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
五
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

（
７
）
注
（
１
）
に
既
出
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
⑥
』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）。

（
８
）
池
浩
三
氏
「
六
条
院
想
定
平
面
図
」（『
源
氏
物
語
の
地
理
』
思
文
閣
出
版
、
一
九

九
九
年
）。

（
９
）
倉
田
実
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
障
子
―
寝
殿
造
の
屏
障
具
―
」（
森
一
郎
氏
・
岩
佐
美

代
子
氏
・
坂
本
共
展
氏
編
『
源
氏
物
語
の
展
望
　
第
八
輯
』
三
弥
井
書
店
、
二
○
一

○
年
）。

（
10
）
中
村
幸
彦
氏
・
岡
見
政
雄
氏
・
阪
倉
篤
義
氏
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
九
年
）。

（
11
）
文
化
庁
監
修
『
国
宝
』
十
五
　
建
造
物
三
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
）。

う
。
そ
の
寝
殿
の
北
廂
に
近
い
、
西
の
対
に
つ
な
が
る
渡
殿
に
居
た
と
考
え
た

い
。
寝
殿
と
対
の
間
の
渡
殿
は
、
東
三
条
殿
の
復
原
図
（
川
本
重
雄
氏
『
寝
殿

造
の
空
間
と
儀
式
）
20
（

』）
に
よ
る
と
、
透
渡
殿
と
渡
殿
の
二
つ
の
構
造
物
が
あ
る
。

透
渡
殿
を
反
橋
と
考
え
る
。
源
氏
と
女
君
達
が
新
築
し
た
六
条
院
に
移
っ
て
間

も
な
く
の
頃
、
秋
の
町
か
ら
春
の
町
へ
、
女
童
が
紅
葉
を
運
ん
で
来
た
こ
と
が

あ
る
。「
廊
、
渡
殿
の
反
橋
を
渡
り
て
参
る
。」（
少
女
・
③
八
一
〜
八
二
）
と

い
う
本
文
か
ら
、
秋
の
町
か
ら
春
の
町
の
寝
殿
の
間
に
、
反
橋
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
反
橋
の
下
は
通
る
こ
と
が
で
き
る
と
捉
え
る
。
池
か
ら
や
っ
て
来
た

薫
は
、
反
橋
の
下
を
く
ぐ
り
、
女
一
の
宮
の
居
る
西
の
渡
殿
に
た
ど
り
着
く
と

い
う
経
路
が
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
馬
道
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
女
一
の
宮
を
見
る
薫
の
視

線
が
確
認
で
き
た
。
女
一
の
宮
と
薫
は
、
同
じ
高
さ
に
い
な
い
。
一
品
の
宮
で

あ
る
女
一
の
宮
と
、
薫
の
身
分
の
隔
た
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
馬
道

が
、
建
物
の
込
み
あ
う
春
の
町
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
た
。
女
房

の
局
が
あ
る
西
の
対
と
は
、
馬
道
で
区
切
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
馬
道

と
切
馬
道
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
馬
道
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
西

の
渡
殿
に
は
馬
道
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
。
馬
道
は
、
蜻
蛉
巻
の
本
文
に
書
か
れ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
行
図
に
お
い
て
場
所
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
六
条
院
想
定
配
置
図
私
案
に
、
春
の
町
の
寝
殿
と
西
の
対
の
間
の
渡
殿
に
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た
明
治
図
書
出
版
殿
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
図
２
〕
六
条
院
春
の
町
想
定
配
置
図
私
案
に
、
薫
の
た
ど
っ
た
経
路
を
示
す
。

―
か
と
う
・
の
ぶ
え
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
―

（
12
）
注
（
９
）
に
既
出
。

（
13
）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
、

二
○
○
○
年
）。
小
松
茂
美
氏
編
『
日
本
絵
巻
大
成
　
信
貴
山
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
七
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
）
松
尾
聰
氏
・
永
井
和
子
氏
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
枕
草
子
』（
小

学
館
、
一
九
九
七
年
）
二
○
八
頁
。

（
15
）
注
（
14
）
所
掲
書
一
九
九
頁
。

（
16
）
宮
川
葉
子
氏
「
女
一
宮
の
物
語
―
匂
宮
巻
と
蜻
蛉
巻
の
関
連
に
お
い
て
―
」（『
解
釈
』

一
九
九
一
年
二
月
号
）。『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
か
ら
引

用
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
注
（
16
）
に
既
出
。

（
18
）
伊
井
春
樹
氏
編
『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）。

（
19
）S

ieffert, R
en

è

、
佐
野
み
ど
り
氏
『L

e dit du
 G

en
ji

』（D
ian

e de S
elliers

、
二
○

○
七
年
）、
小
嶋
菜
温
子
氏
・
小
峯
和
明
氏
・
渡
辺
憲
司
氏
編
『
源
氏
物
語
と
江
戸
文

化
』（
森
話
社
、
二
○
○
八
年
）、
三
田
村
雅
子
氏
・
芸
術
新
潮
編
集
部
編
『
天
皇
に

な
れ
な
か
っ
た
皇
子
の
も
の
が
た
り
』（
新
潮
社
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
に
収
録
。

（
20
）
川
本
重
雄
氏
『
寝
殿
造
の
空
間
と
儀
式
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
一
二
年
）。

〔
写
真
１
〕
文
化
庁
監
修
『
国
宝
』
十
五
　
建
造
物
三
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
）。

転
載
許
可
を
下
さ
っ
た
文
化
庁
伝
統
文
化
課
殿
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
写
真
２
〕
重
要
文
化
財
『
源
氏
物
語
手
鑑
』
蜻
蛉
一
　
土
佐
光
吉
筆
　
和
泉
市
久
保
惣

美
術
館
所
蔵
。
転
載
許
可
を
下
さ
っ
た
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
殿
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

〔
図
１
〕
故
実
叢
書
編
集
部
編
『
改
訂
増
補
　
故
実
叢
書
　
大
内
裏
図
・
中
古
京
師
内
外
地

図
他
』（
明
治
図
書
出
版
、
改
訂
増
補
版
刊
行
年
一
九
九
三
年
）。
転
載
許
可
を
下
さ
っ

〔写真１〕国宝　石上神宮摂社出雲建雄神社拝殿
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〔写真２〕土佐光吉筆　重要文化財『源氏物語手鑑』蜻蛉一　和泉市久保惣美術館所蔵

〔図１〕『内裡図』（該当箇所を示す。）

長 橋　キリメドウ

馬 道
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〔図２〕六条院春の町想定配置図私案（薫のたどった経路を示す。）




