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本
研
究
は
、『
源
氏
物
語
』
の
舞
台
を
想
定
・
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
読
解
を
深
め
、

作
者
や
当
時
の
読
者
が
思
い
描
い
て
い
た
風
景
の
形
を
具
体
化
す
る
作
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
で

考
察
し
た
結
果
を
以
下
に
ま
と
め
る
。 

第
一
編
で
は
、
作
者
が
宮
仕
え
の
日
常
か
ら
創
造
し
た
六
条
院
を
具
体
化
す
る
研
究
を
行
っ
た
。
個
々
の

場
面
を
取
り
上
げ
、
詳
細
に
考
察
し
、
想
定
図
に
反
映
す
る
こ
と
を
試
み
た
。 

第
一
章
「
町
ご
と
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
―
儀
式
に
お
け
る
六
条
院
の
入
口
―
」
で
は
、
ま
ず
、
六
条

院
で
催
さ
れ
る
儀
式
に
つ
い
て
町
ご
と
に
区
別
し
、
入
口
に
注
目
し
て
概
観
し
た
。
秋
の
町
を
会
場
に
し
た

「
中
宮
の
御
読
経
」、「
明
石
姫
君
の
裳
着
」
の
場
合
、
春
の
町
と
連
携
し
て
行
わ
れ
、
入
口
は
大
路
に
面
し

た
春
の
町
で
あ
っ
た
。
夏
の
町
を
会
場
に
し
た
儀
式
は
、
夕
霧
が
主
催
す
る
場
合
で
あ
る
。
春
の
町
を
会
場

に
し
た
儀
式
の
多
く
は
源
氏
が
主
催
す
る
。
儀
式
を
行
う
入
口
に
当
た
る
町
は
、
春
の
町
と
夏
の
町
で
あ
っ

た
。
六
条
院
の
晴
は
、
大
路
に
面
し
た
春
の
町
と
夏
の
町
で
あ
り
、
当
時
の
貴
族
邸
宅
の
構
造
を
反
映
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
六
条
院
四
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
一
町
の
邸
宅
を
構
え
な
が
ら
、
時
に
六
条
院

全
体
で
、
そ
の
時
々
に
応
じ
た
連
携
で
以
っ
て
、
源
氏
や
夕
霧
ら
が
主
催
す
る
儀
式
を
支
え
る
。
六
条
院
で

行
わ
れ
る
儀
式
の
入
口
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
一
町
ご
と
の
役
割
が
鮮
明
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

第
二
章
「
六
条
院
行
幸
場
面
の
再
検
討
―
馬
場
殿
の
規
模
と
廊
の
改
築
に
つ
い
て
の
考
察
―
」
で
は
、
馬

場
殿
に
加
え
て
馬
場
・
厩
に
つ
い
て
も
考
察
し
、中
の
廊
の
壁
を
崩
し
た
源
氏
の
演
出
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

図
に
示
す
作
業
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
冷
泉
帝
行
幸
に
対
す
る
思
い
が
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

源
氏
は
、
冷
泉
帝
の
御
代
が
節
会
で
も
些
細
な
遊
び
で
も
、
こ
の
帝
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
と
後
の
人
が

言
い
伝
え
る
よ
う
な
趣
向
を
催
し
、栄
え
た
代
に
し
た
い
の
だ
と
考
え
る
。ゆ
え
に
、六
条
院
の
馬
場
殿
を
、

宮
中
の
武
徳
殿
を
模
し
た
形
に
想
定
し
た
案
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、
秋
の
町
の
紅
葉
を
見
せ
る
た
め
に
、

廊
の
壁
を
取
り
払
う
演
出
を
し
た
と
考
え
た
。 

第
三
章「
六
条
院
夏
の
町
西
の
対
の
妻
戸
の
間
と
隅
の
間
に
つ
い
て
―
玉
鬘
を
垣
間
見
た
場
面
の
記
述
か

ら
―
」
で
は
、
蛍
兵
部
卿
宮
と
夕
霧
が
玉
鬘
を
垣
間
見
た
の
は
ど
こ
か
を
検
討
し
た
。
蛍
兵
部
卿
宮
は
邸
外

か
ら
来
た
客
人
な
の
で
、
大
路
に
当
た
る
東
側
の
門
か
ら
入
っ
て
き
た
と
考
え
る
。
一
方
、
夕
霧
は
野
分
の

見
舞
い
を
す
る
源
氏
に
従
っ
て
六
条
院
内
を
廻
っ
て
訪
れ
て
い
る
。春
の
町
に
い
た
源
氏
は
夕
霧
と
と
も
に
、

秋
好
中
宮
が
住
む
秋
の
町
を
訪
れ
、
そ
こ
か
ら
明
石
の
御
方
の
住
む
冬
の
町
を
訪
れ
て
い
る
。
野
分
の
見
舞

い
で
訪
れ
た
夕
霧
は
六
条
院
の
身
内
で
あ
り
、
蛍
兵
部
卿
宮
は
客
人
で
あ
る
。
妻
戸
の
間
と
隅
の
間
は
、
異

な
る
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
格
子
を
上
げ
た
所
に
御
簾
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
隅
の
間
が
必
ず
し
も

妻
戸
の
所
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
妻
戸
の
間
は
来
客
用
の
空
間
で
あ
り
、
妻
戸
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て

妻
戸
の
間
と
は
呼
ば
な
い
。
妻
戸
の
間
と
隅
の
間
は
、
間
と
し
て
の
機
能
が
異
な
り
同
一
に
扱
わ
れ
る
空
間



で
は
な
い
。
妻
戸
の
間
に
通
し
た
蛍
兵
部
卿
の
宮
に
は
、
源
氏
が
蛍
の
光
で
玉
鬘
の
姿
を
見
せ
る
と
い
う
演

出
を
し
た
。
し
か
し
、
隅
の
間
の
夕
霧
に
は
玉
鬘
に
言
い
寄
る
源
氏
の
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

表
向
き
の
空
間
で
あ
る
妻
戸
の
間
で
は
演
出
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、隅
の
間
で
は
普
段
の
源
氏
の
姿
が
露
わ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
空
間
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
四
章「
蜻
蛉
巻
に
お
け
る
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
―
」
で
は
、
蜻
蛉
巻
の
女
一
の
宮
を
薫
が
垣
間
見
る
場
面
を
検
討
し
た
。
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
。「
国
宝 

石
上
神
宮
摂
社
出
雲
建
雄
神
社

拝
殿
」
を
参
考
に
馬
道
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
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
。
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
。
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
を
一
考
と
し
て
提
示
し
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
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
馬
道
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。 

第
五
章
「
若
宮
誕
生
後
六
日
目
の
移
動
に
つ
い
て
―
産
養
の
儀
か
ら
見
る
冬
の
町
―
」
で
は
、
若
宮
誕
生

後
六
日
目
に
冬
の
町
か
ら
春
の
町
へ
移
動
し
た
理
由
を
考
察
し
た
。明
石
女
御
の
出
産
は
当
初
春
の
町
で
計

画
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。女
御
の
体
調
が
思
わ
し
く
な
く
、や
む
な
く
冬
の
町
へ
移
動
し
て
臨
ん
だ
。

冬
の
町
に
移
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
尼
君
と
語
る
機
会
を
得
る
。
若
宮
が
誕
生
し
た
直
後
の
本
文
で
春
の

町
へ
戻
る
計
画
が
語
ら
れ
る
が
、
移
動
は
六
日
目
に
な
っ
た
。
陰
陽
師
の
す
す
め
に
よ
り
春
の
町
に
戻
っ
て

よ
い
日
が
六
日
後
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
三
夜
・
五
夜
は
冬
の
町
で
行
わ
れ
た
が
、
七
夜
を
前
に
春
の
町

に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
産
養
七
夜
は
内
裏
が
主
催
す
る
重
要
な
儀
式
で
あ
る
。 

明
石
の
御
方
が
住
む
た
め
に
造
ら
れ
た
冬
の
町
は
、
娘
明
石
女
御
の
立
場
を
含
め
、
ほ
か
の
殿
舎
に
劣
ら

な
い
設
備
に
し
た
の
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
若
宮
誕
生
の
産
養
の
儀
の
会
場
の
移
動
に
よ
っ
て
、

冬
の
町
は
春
の
町
に
比
べ
劣
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。産
穢
の
七
日
間
を
過
ぎ
た
の
ち
に
、

他
の
場
所
へ
移
動
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、誕
生
後
の
六
日
目
に
六
条
院
の
冬
の
町

か
ら
春
の
町
へ
の
移
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
春
の
町
と
冬
の
町
の
決
定
的
な
殿
舎
の
格

式
の
違
い
が
表
さ
れ
て
い
る
。冬
の
町
に
は
大
き
な
対
二
つ
が
あ
り
、廊
を
め
ぐ
ら
し
て
あ
る
と
語
ら
れ
る
。

寝
殿
が
あ
る
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
寝
殿
が
な
い
こ
と
が
略
儀
と
な
る
理
由
で
あ
り
、
春
の
町
と
の

大
き
な
違
い
な
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
大
路
に
面
し
た
春
の
町
に
比
べ
小
路
に
面
し
て
い
る
冬
の
町
は

目
立
た
な
く
、
客
人
を
招
く
に
も
牛
車
の
出
入
り
な
ど
の
制
限
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
理

由
か
ら
、
源
氏
は
産
養
の
儀
を
よ
り
格
式
の
高
い
春
の
町
の
殿
舎
で
行
お
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

六
条
院
内
を
移
動
す
る
場
合
、
秋
の
町
は
秋
好
中
宮
の
里
邸
で
あ
る
た
め
、
中
宮
の
町
は
通
ら
な
い
。
冬
の



町
か
ら
花
散
里
の
住
む
夏
の
町
を
通
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

第
六
章
「「
町
」・「
間
」
の
読
み
方
の
考
察
―
「
四
町
（
よ
ま
ち
）
を
占
め
て
」
を
発
端
に
―
」
で
は
、

六
条
院
の
「
四
町
を
占
め
て
」
を
発
端
に
、「
町
」
と
い
う
語
の
示
す
意
味
と
読
み
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

加
え
て
、「
間
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
貴
族
の
日
記
な
ど
記
録
は
主
に
漢
字
で
書
か
れ
て
い

る
。
一
方
で
平
安
時
代
の
物
語
は
、
主
に
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
読
み
方
が
分
か
る
。
『
源
氏
物
語
』

の
伝
本
の
表
記
は
、「
よ
ま
ち
」
と
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り
、「
よ
ん
ち
ょ
う
」
と
仮
名
表
記
さ
れ
た
本
は
な

か
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
前
田
家
本
に
よ
る
と
、「
ま
ち
」

「
ち
や
う
」
と
表
記
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
現
在
の
活
字
本
テ
キ
ス
ト
で
は
「
町
」
と

い
う
同
一
語
に
校
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
写
本
の
記
述
に
よ
る
と
、
二
つ
の
表
記
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
吹
上
の
宮
の
あ
り
さ
ま
を
語
る
場
面
に
お
い
て
、
海
岸
に
沿
っ
た
松
の
立
つ
さ
ま
が
「
廿
ち
や
う
」

と
記
さ
れ
距
離
を
、
林
が
「
は
た
ま
ち
」
と
記
さ
れ
面
積
を
指
す
語
で
あ
る
と
区
別
で
き
る
。「
ま
ち
」
と

読
む
場
合
が
面
積
を
示
し
、
距
離
を
表
す
場
合
が
「
ち
ょ
う
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
町
」

と
い
う
語
の
読
み
を
区
別
し
、
意
味
の
特
定
を
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。 

「
間
」
に
関
し
て
は
、
長
さ
を
示
す
語
で
あ
る
「
間
」
を
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
ま
」
と
読
ん
で
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
長
さ
・
面
積
と
も
「
ま
」
と
示
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
足
利
義
政
の
東
山
殿
「
嵯
峨
の
間
（
九
間
）」
な
ど
、
室
町
時
代
の
住
宅
に
つ
い
て
川
上
貢

氏
の
研
究
が
あ
る
が
、「
間
」
の
空
間
は
室
町
時
代
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
て

い
た
と
言
え
る
。 

第
七
章
「
河
原
院
の
池
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
―
六
条
院
の
池
へ
の
影
響
―
」
で
は
、
源
融
の
河
原
院
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
河
原
院
と
は
、
塩
竈
の
景
観
を
模
し
、
海
水
を
運
ん
で
塩
焼
き
を
楽
し
ん
だ
邸
で
あ
る

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
六
条
院
の
池
は
、
胡
蝶
巻
の
舟
遊
び
で
、
舟
を
「
唐
の
装
い
」
に
し
、
棹
さ
す
童
の

髪
を
角
髪
結
い
に
し
て
「
唐
土
」
の
風
情
に
し
て
い
る
。
塩
竃
の
浦
を
模
し
た
と
言
わ
れ
る
河
原
院
の
池
の

姿
を
、
六
条
院
の
池
で
は
踏
ま
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
塩
竈
で
は
な
く
、
異
国
を
想
起
さ
せ
る
池
の
姿
を

描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
河
原
院
が
塩
竃
の
浦
を
模
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
紫
式
部
も
当
然
知
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
条
院
の
池
に
は
そ
の
景
は
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
。
河
原
院
の
あ
っ
た
場

所
や
規
模
、
一
世
源
氏
の
造
営
な
ど
、
河
原
院
が
六
条
院
の
準
拠
で
あ
る
こ
と
は
『
河
海
抄
』
が
記
す
と
お

り
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、池
に
限
定
し
て
見
る
と
、塩
竃
の
浦
を
模
し
た
こ
と
や
潮
水
を
湛
え
て
い
る
こ
と
、

毎
日
三
十
石
の
潮
水
を
運
ん
だ
こ
と
な
ど
、今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
河
原
院
の
池
の
姿
が
六
条
院
の
池
に
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
河
原
院
の
伝
承
が
変
遷
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

紫
式
部
の
抱
い
て
い
た
河
原
院
像
が
今
日
の
伝
承
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。当
時
の
認

識
に
近
づ
く
考
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
。 

第
二
編
で
は
、
都
を
離
れ
た
須
磨
や
宇
治
の
周
辺
地
に
描
か
れ
る
空
間
の
考
察
を
行
っ
た
。 

第
一
章
「
茅
屋
は
源
氏
の
造
営
か
―
須
磨
の
住
居
想
定
図
私
案
―
」
で
は
、
源
氏
の
不
遇
時
の
滞
在
場
所

と
し
て
須
磨
と
明
石
が
並
び
称
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
全
く
違
う
景
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

須
磨
の
住
居
は
茅
屋
で
あ
り
、
明
石
の
邸
は
都
の
風
情
と
通
じ
る
と
い
う
。
源
氏
が
造
営
し
た
六
条
院
は
檜

皮
葺
き
の
邸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
須
磨
で
は
茅
屋
と
い
う
馴
れ
な
い
住
居
に
住
む
こ
と
と
な
っ
た
。
茅



屋
と
い
う
建
物
に
つ
い
て
の
用
例
な
ど
か
ら
、
明
石
の
邸
と
の
違
い
が
見
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、

廊
か
屋
か
判
別
の
つ
か
な
い
建
物
も
在
り
、
源
氏
の
見
馴
れ
な
い
空
間
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
須

磨
の
住
居
を
源
氏
の
造
営
だ
と
す
る
説
が
あ
る
が
、源
氏
は
須
磨
の
暮
ら
し
を
能
動
的
に
創
造
し
た
の
で
は

な
い
。
須
磨
へ
は
謹
慎
す
る
意
で
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
一
葉
抄
』『
弄
花
抄
』
な
ど
に
注
記
さ
れ
る
よ

う
に
、
茅
屋
は
も
と
か
ら
そ
の
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
須
磨
の
住
居
は
、
源
氏
の
指
図
造
営
で
は
な

い
と
考
え
る
。 

第
二
章
「
宇
治
八
の
宮
邸
の
考
察
―
「
水
に
の
ぞ
き
た
る
廊
」
を
中
心
に
―
」
で
は
、
宇
治
八
の
宮
邸
の

う
ち
、「
水
に
の
ぞ
き
た
る
廊
」
を
中
心
に
考
察
し
た
。
廊
を
川
の
間
近
ま
で
設
置
す
る
の
は
治
水
上
難
し

い
と
い
う
池
浩
三
氏
の
論
が
あ
る
。
が
、
水
に
面
し
た
建
築
で
あ
る
厳
島
神
社
本
社
祓
殿
や
琵
琶
湖
の
浮
御

堂
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
本
文
に
は
現
在
で
も
河
川
工
法
に
使
用
さ
れ
る
楊
が
描
か
れ
て
お
り
、
写
実
的

な
空
間
を
創
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
治
八
の
宮
邸
は
、
垣
間
見
な
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
細
か
く

描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
建
具
や
調
度
な
ど
丁
寧
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

第
三
章
「
浮
舟
巻
「
橘
の
小
島
」
の
位
置
に
つ
い
て
―
宇
治
川
の
水
面
の
描
写
か
ら
―
」
で
は
、
「
橘
の

小
島
」は
穏
や
か
な
水
面
に
位
置
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。少
し
舟
を
停
め
て
匂
宮
と
浮
舟
が
鑑
賞
す
る「
橘

の
小
島
」
は
、
穏
や
か
な
流
れ
に
位
置
し
て
お
り
、
急
流
の
中
に
は
な
い
。
宇
治
川
に
は
、
匂
宮
が
「
あ
ふ

み
の
海
の
心
地
」（
総
角
⑤
・
二
九
三
）
と
感
じ
る
舟
遊
び
の
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
邸
か
ら
眺

め
る
宇
治
川
と
、「
橘
の
小
島
」
付
近
の
宇
治
川
は
同
様
で
は
な
い
。
現
在
目
に
す
る
姿
と
は
違
い
、
宇
治

川
は
か
つ
て
巨
椋
池
に
注
ぎ
、
幾
多
の
島
洲
を
作
り
、
湖
と
も
川
と
も
言
え
な
い
複
雑
な
地
形
を
形
成
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
川
の
様
相
を
正
確
に
描
写
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
流
れ
が
速
く
荒
々
し
い
川
、

舟
遊
び
を
し
な
が
ら
優
雅
に
行
き
交
う
穏
や
か
な
川
、二
つ
の
特
徴
を
持
つ
川
で
あ
っ
た
こ
と
を
描
き
分
け

て
い
る
の
で
あ
る
。 

『
雲
州
消
息
』『
平
家
物
語
』
の
示
す
「
橘
の
小
島
」
の
位
置
と
は
別
の
場
所
に
、
紫
式
部
は
「
橘
の
小

島
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。『
源
氏
物
語
』
の
物
語
世
界
の
中
で
の
「
橘
の
小
島
」
は
、

穏
や
か
な
水
面
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
資
料
に
基
づ
い
て
の
詮
索
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。『
日
本

古
典
文
学
大
系 

源
氏
物
語
』
に
示
さ
れ
て
い
る
「
宇
治
橋
の
下
流
に
あ
る
小
島
」
説
が
妥
当
だ
ろ
う
。
宇

治
橋
下
流
に
位
置
し
宇
治
川
が
巨
椋
池
に
流
入
し
流
れ
が
穏
や
か
に
な
る
場
所
が
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の

描
写
に
適
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

第
一
編
で
は
、
六
条
院
に
関
す
る
本
文
に
従
っ
て
、
で
き
る
限
り
図
に
反
映
す
る
作
業
を
開
始
し
た
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
な
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。『
源
氏
物
語
』
本
文
に
語
ら
れ
て
い
る
事

柄
を
図
に
盛
り
込
む
作
業
を
行
わ
ず
し
て
、虚
構
の
作
品
だ
か
ら
あ
り
え
な
い
描
写
も
あ
る
と
決
め
つ
け
る

の
は
早
計
で
あ
る
。
六
条
院
は
、
緻
密
な
空
間
設
定
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
設
定
の
上
で
物
語

を
進
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
言
え
よ
う
。
六
条
院
で
は
、
当
時
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
式
の
数
々
が
描
か

れ
、
物
語
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
川
本
重
雄
氏
「
東
三
条
殿
復
原
図
」
は
、
古
記
録
に
掲
載
さ
れ
る
儀
式

関
係
記
事
か
ら
復
原
さ
れ
た
図
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
側
の
建
物
に
つ
い
て
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
が
、

日
常
使
用
す
る
裏
側
の
建
物
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
描
写
か
ら
裏
側
の
生
活
空
間
の
様



子
も
覗
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

第
二
編
で
は
、
京
周
辺
地
の
須
磨
や
宇
治
が
描
か
れ
る
空
間
の
考
察
を
行
っ
た
。
周
辺
地
に
お
け
る
場
面

で
も
実
地
に
齟
齬
を
き
た
す
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
場
の
川
や
海
を
よ
く
観
察
し
、
物
語

空
間
に
描
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

寝
殿
造
の
邸
宅
は
開
放
的
で
あ
っ
た
。
邸
内
の
庭
に
は
池
や
遣
水
を
配
し
て
い
た
。
登
場
人
物
た
ち
は
、

庭
の
景
色
に
思
い
を
託
し
、
歌
に
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
寝
殿
造
の
空
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
、
検
証
を
行
っ
て
読
み
取
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

の
ど
や
か
な
る
夕
月
夜
に
、
海
の
上
曇
り
な
く
見
え
わ
た
れ
る
も
、
住
み
馴
れ
た
ま
ひ
し
古
里
の
池
水

に
思
ひ
ま
が
へ
ら
れ
た
ま
ふ
に
、
言
は
む
方
な
く
恋
し
き
こ
と
、
い
づ
方
と
な
く
行
く
方
な
き
心
地
し

た
ま
ひ
て
、
た
だ
目
の
前
に
見
や
ら
る
る
は
淡
路
島
な
り
け
り
。 

 
 
 
 

（
明
石
・
②
二
三
九
） 

明
石
の
浜
の
館
か
ら
源
氏
が
眺
め
る
と
、
淡
路
島
が
見
え
る
と
い
う
。
淡
路
島
の
景
観
か
ら
源
氏
は
、
古

里
の
二
条
院
の
庭
の
池
を
思
い
出
す
。
海
辺
の
景
色
が
庭
の
池
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
瀬
戸
内
に
浮

か
ぶ
淡
路
島
は
、
庭
の
池
の
中
島
に
似
通
っ
て
い
る
と
も
語
ら
れ
る
。
寝
殿
造
の
庭
は
、
自
然
の
景
観
を
邸

内
に
模
し
た
も
の
で
あ
る
。 

四
季
の
趣
に
分
け
て
造
ら
れ
た
六
条
院
は
、
京
の
風
景
の
み
な
ら
ず
、
海
辺
・
川
辺
な
ど
の
周
辺
地
の
環

境
と
融
合
し
た
物
語
空
間
を
創
出
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
特
記
し
な
い
限
り
、
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
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九
九
八
年
）
に
よ
り
、
引
用
箇
所
の
巻

名
と
頁
数
を
引
用
末
尾
の
（ 

 

）
内
に
記
す
。 

※
「
六
条
院
想
定
図
私
案
」
は
、
川
本
重
雄
氏
が
作
成
さ
れ
た
「
東
三
条
殿
復
原
平
面
図
」（『
寝
殿
造
の
空

間
と
儀
式
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
○
○
五
年
）
を
参
考
に
し
た
。 


