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光
源
氏
像
形
成
に
お
け
る

ー
ー
そ
の
居
宅
は
な
ぜ

（一）

「院
L

「
院
し

と
呼
ば
れ
る
か
ー
ー
ー

阪

主主主

貝

井

芳

光
源
氏
は
、
父
桐
壷
帝
の
配
慮
に
よ
り
臣
籍
に
降
下
し
、
や
が
て
人
臣
最
高
の
太
政
大
臣
に
至
っ
て
栄
華
の
絶
頂
を
き
わ
め
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
藤
裏
案
の
巻
に
お
い
て
、
宮
廷
か
ら
上
皇
に
准
ず
る
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

四
l
三

O
O頁
。
以
下
同
じ
。
）

そ
の
秋
、
太
上
天
皇
に
な
ず
ら
ふ
御
位
得
た
ま
う
て
、
御
封
加
は
り
、

年
官
年
爵
な
ど

皆
添
ひ
た
ま
ふ
。

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
・

こ
の
記
事
で
わ
か
る
よ
う
に
、
准
太
上
天
皇
す
な
わ
ち
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
以
前
か
ら
光
源

氏
の
居
宅
を
、
二
条
の
院
・
（
二
条
の
）
東
の
院
・
六
条
の
院
の
如
く
「
殿
」
や
「
第
L

で
は
な
く
「
院
」
を
用
い
て
呼
ぶ
の
は
な
ぜ
か
。
従

来
、
そ
の
疑
問
に
対
し
て
、
十
分
な
解
窓
口
、
か
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
旧
来
の
諸
説
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

光
源
氏
の
居
宅
の
呼
称
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。

い
く
つ
か
の
注
釈
に
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
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が
、
古
注
で
は
『
眠
江
入
楚
』
が
、

行
幸
の
巻
の
「
六
条
の
院
よ
り
、

御
酒
・
御
く
だ
も
の
な
ど
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
」
（
四
l
一五

ハ
ナ
ハ
ダ

「
六
条
院
ト
書
事
尊
号
以
前
太
不
審
也
。
諸
抄
不
及
此
沙
汰
如
何
。
L

と
初
め
て
疑
問
が
出

。
頁
）
の
部
分
の
注
に
引
い
た

『
築
』
（

1
）で、

さ
れ
て
お
り
、
『
湖
月
抄
』
に
お
い
て
、
北
村
季
吟
は
そ
れ
に
つ
い
て
、

六
条
院
は
乙
女
巻
に
、
八
月
に
て
、
六
条
院
つ
く
り
果
て
渡
り
給
ふ
と
あ
り
て
、
其
次
の
巻
巻
に
も
見
え
侍
れ
ば
、
此
院
の
称
号
な
る

ベ
し
。
さ
れ
ば
尊
号
以
前
に
い
ふ
事
勿
論
に
や
。
二
条
院
東
院
な
ど
も
其
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。
又
源
氏
君
終
に
尊
号
の
事
な
れ
ば
、

し、

せ
物
語
な
ど
に
極
官
を
書
た
る
、
其
た
ぐ
ひ
に
も
侍
る
べ
し
。

と
自
説
を
掲
げ
て
い
る
。
光
源
氏
の
極
位
に
従
っ
て
、

そ
れ
以
前
か
ら
院
号
を
用
い
た
と
い
う
後
の
説
は
も
と
よ
り
受
け
入
れ
が
た
い
が
、

前
の
説
に
つ
い
て
は
玉
上
琢
輔
氏
に
同
様
の
説
が
あ
る
。

「院
L

は
も
と
帝
室
所
有
の
邸
。
院
と
呼
ば
れ
た
邸
は
、

帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
あ
と
も
そ
の
ま
ま
何
某
院
と
呼
ぶ
。

六
条
の
院
も
そ
れ
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で
あ
っ
た
。
六
条
の
御
息
所
の
邸
は
、
故
前
坊
（
な
く
な
っ
た
皇
太
子
）
の
も
の
で
、
六
条
の
院
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
含

め
て
の
源
氏
の
邸
を
六
条
の
院
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
今
度
光
る
源
氏
は
准
太
上
天
皇
に
な
り
、
邸
の
名
「
’
一
ハ
条
の
院
」
か
ら
離
れ

て
も
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
c

（
司
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻
四
六
二
頁
）

つ
ま
り
、
六
条
の
院
は
も
と
帝
室
所
有
の
邸
宅
だ
か
ら
「
院
L

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
二
条
の
院
や
東
の
院
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、

そ
う
し
た
「
院
L

と
呼
ば
れ
る
邸
宅
の
主
人
で
あ
る
光
源
氏
も
「
院
」
を
も
っ
て
呼
ぶ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

」
れ
に
は
二
つ
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、

『
筆
』
に
お
い
て
言
っ
て
い
る
つ
六
条
院
」
は
光
源
氏
の
呼
称
と
し
て

の
「
六
条
の
院
L

で
あ
る
が
、
建
物
の
呼
称
と
人
物
呼
称
と
が
混
同
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
同
次
元
で
考
察
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
。

稿
者
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
同
じ
「
六
条
の
院
L

と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
な
が
ら
も
、

光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
な
る
ま
で
は
人
物



呼
称
と
し
て
の
つ
六
条
の
院
」
は
使
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
季
吟
や
玉
上
氏
が
行
幸
の
巻
の
「
六
条
の
院
」
を
人
物
呼
称

と
し
て
い
る
点
が
ひ
っ
か
か
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
帝
室
所
有
の
邸
宅
を
院
と
言
う
と
す
る
が
、
故
前
坊
の

所
有
で
あ
っ
た
邸
宅
が
最
初
か
ら
院
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、

光
源
氏
の
六
条
の
院
造
営
以
前
に
は

六
条
の
院
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
建
物
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
故
前
坊
所
有
の
邸
、
す
な
わ
ち
六
条
御
息
所
の
住
居
で
秋
好
中
宮

の
伝
領
し
て
い
た
邸
宅
は
、
光
源
氏
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
、

そ
れ
を
含
む
大
邸
宅
六
条
の
院
と
し
て
完
成
さ
せ
る
ま
で
は
「
六
条
の
院
」
と

は
呼
ば
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
、
二
条
の
院
・
東
の
院
、
或
い
は
桂
の
院
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
で
述

べ
る
。ま

ず
、
第
一
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
光
源
氏
の
呼
称
と
し
て
の
「
院
」
は
、
藤
一
長
葉
の
巻
で
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
な
っ
た
後
に
、
六

条
の
院
に
帝
と
院
と
が
行
幸
す
る
場
面
で
「
あ
る
じ
の
院
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
最
初
の
例
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
物
呼
称
と
し
て
の
「
六
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条
の
院
」
は
次
の
若
菜
上
の
巻
で
初
め
て
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
人
物
呼
称
と
言
っ
て
い
る
も
の
は
、
厳
密
な
音
山
味
で
の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
内
容
的
に
光
源
氏
を
指
す
と
い
う
よ
う
な
間
接
的
な
も
の
は
含
ま
な
い
。
従
っ
て
、
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
な
る
前
に
見
ら
れ
る

「
六
条
の
院
」
の
う
ち
で
、
光
源
氏
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
次
の
三
例
も
、
厳
密
に
は
人
物
呼
称
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

六
条
の
院
よ
り
、
御
酒
、
御
く
だ
も
の
な
ど
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。

（
行
幸
の
巻
四
l
一
五

O
頁）

御
読
経
な
ど
、
六
条
の
院
よ
り
も
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。

（
藤
一
畏
葉
の
巻
四
！
二
八

O
頁）

六
条
の
院
な
ど
よ
り
も
、
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
所
狭
き
ま
で
、
御
心
寄
せ
い
と
め
で
た
し
。

（
藤
一
長
葉
の
巻
四
｜
二
九
四
頁
）

こ
の
他
の
例
で
は
明
ら
か
に
建
物
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
六
条
の
院
す
な
わ
ち
光

源
氏
と
と
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
少
く
と
も
内
容
上
は
光
源
氏
の
音
山
向
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ



り
、
こ
れ
ら
の
「
六
条
の
院
」
を
光
源
氏
と
注
を
つ
け
る
注
釈
も
少
く
な
い
。
し
か
し
、
厳
密
に
こ
れ
ら
の
文
を
口
語
訳
す
る
な
ら
ば
、
例

え
ば
右
の
行
幸
の
巻
の
例
を
折
口
信
夫
が
、

屋
敷
に
お
る
と
こ
ろ
の
源
氏
の
御
殿
か
ら
（
源
氏
の
六
条
院
か
ら
し
て
）
御
酒
や
ら
間
食
物
な
ど
を
ば
献
上
さ
せ
な
さ
れ
た
。

（
『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ

l
ト
編
十
五
巻
二
七
頁
）

と
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
光
源
氏
か
ら
御
酒
や
：
：
：
L

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後
に
な
っ
て
、

六
条
の
院
は
、

な
ま
心
苦
し
う
、
さ
ま
ざ
ま
お
ぼ
し
乱
る
。

（
若
菜
上
の
巻
五
l
四
二
頁
）

と
呼
ば
れ
る
ご
と
き
、
代
名
詞
と
し
て
の
用
法
が
出
て
く
る
の
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
厳
密
に
読
む
な
ら
ば
、

『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
光
源
氏
そ
の
人
を
言
う
場
合
に
「
院
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
に
な
っ
て
後
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、

六
条
の
院
と
い
う
名
の
邸
宅
の
主
人
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、

光
源
氏
が
「
六
条
の
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院
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
院
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
作
者
が
慎
重
に
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。そ

の
こ
と
を
一
畏
守
つ
け
る
こ
と
が
ら
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
光
源
氏
の
六
条
の
院
以
前
の
居
宅
で
あ
る
こ
条
の
院
や
東
の
院
も
同
様
に

「
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
名
を
も
っ
て
光
源
氏
を
呼
ぶ
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
院
」
と
呼
ば
れ

る
資
格
が
得
ら
れ
る
以
前
か
ら
「
院
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
は
早
く
か
ら
「
二
条
の
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
実
際
に
は
一
度
も
そ
の
事
実
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
考
え
方
を
す
れ
ば
、
六
条
の
院
の
主
人
で
あ
る
か
ら
と

い
う
理
由
だ
け
で
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
つ
め
は
、
「
六
条
の
院
」
が
光
源
氏
を
指
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
例
の
あ
っ
た
行
幸
の
巻
に
お
い
て
、

光
源
氏
の
呼
称
と
し
て

「
六
条



殿
L

及
び

J
ハ
条
の
大
臣
」
が
初
め
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

寸
六
条
殿
」
の
方
は
真
木
柱
の
巻
に
も
、

ま
た
」
ハ
条
の
大
臣
」
は
藤
袴

の
巻
・
藤
一
畏
葉
の
巻
・
若
菜
上
の
巻
に
見
ら
れ
る
が
、
「
六
条
の
院
」
「
院
」
と
い
う
呼
称
の
定
着
し
た
若
菜
上
の
巻
以
降
は
、
若
干
の
例
外

を
除
い
て
再
び
使
わ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
呼
称
も
従
来
例
に
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
に
つ
い
て
、
ど
こ
そ
こ
の
・
：

：
と
い
う
呼
び
方
は
一
度
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
こ
こ
で
急
に
使
わ
れ
る
の
は
、

一
つ
に
は
も
う
一
人
の
大
臣
、

か
つ
て
の
頭
の
中
将

で
こ
の
時
点
で
は
内
大
臣
で
あ
る
、

そ
の
大
臣
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
と
い
う
こ
と
は
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
だ
け
の
理
由
で
あ

ろ
h

っか。

そ
れ
ま
で
に
「
殿
」
「
大
臣
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
の
を
「
六
条
の
し
と
特
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

実
際
の
歴
史
上
で

も
一
部
の
高
貴
な
人
物
が
名
前
や
官
職
の
上
に
本
拠
と
す
る
邸
宅
の
あ
る
地
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た
（
河
原
の
左
大
臣
・
三
条
右
大
臣
な
ど
）

の
と
同
様
、
六
条
の
院
が
光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
本
拠
地
と
し
て
、
物
語
世
界
の
中
で
も
、
ま
た
読
者
の
問
に
も
定
着
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

作
者
は
自
然
な
形
で
「
六
条
殿
」
「
六
条
の
大
臣
L

を
使
い
始
め
て
い
る
の
だ
が
、

本
当
は
「
六
条
の
」
に
は
「
あ
の
六
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条
の
院
の
主
人
で
あ
る
」
と
い
う
重
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
方
で
「
六
条
の
院
」
と
い
う
建
物
呼
称
が
使

わ
れ
て
い
た
。
建
物
を
表
わ
す
こ
と
ば
が
そ
の
主
で
あ
る
人
物
を
い
う
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
慣
習
か
ら
い
え
ば
、

「
六
条
の
院
」

を
も
っ

て
光
源
氏
の
呼
称
と
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
を
、

「
六
条
殿
L

「
六
条
の
大
臣
」
と
し
た
こ
と
は
、

「
六
条
の
院
」
と
の
使
い
分
け
を
明
確
に
す

る
音
ω
図
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
純
に
六
条
の
院
の
主
人
で
あ
る
か
ら
「
六
条
の
院
」
と
言
っ
て
よ
い
の

で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で

J
ハ
条
殿
」
「
六
条
の
大
臣
」
と
い
う
呼
称
は
必
要
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
六
条
の
院
は
光
源
氏
の
所
有
と
な
る
以
前
か
ら
「
院
L

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。

玉
上
氏
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
の
所
有
で
あ
っ
た
時
、
或
い
は
そ
れ
以
前
の
故
前
坊
の
所
有
で
あ
っ
た
時
か
ら
「
六
条



の
院
L

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
ら
れ
る
c

こ
の
邸
宅
が
、

故
前
坊
が
父
一
院
（
2
）
か
ら
伝
領
し
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
問
題
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
中
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
邸
宅
は
、

む
し
ろ
六
条
御
息
所
の
父
大
臣
の
所
有
で
あ
っ

た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
葵
の
巻
に
「
里
に
お
は
す
る
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
L

と
あ
る
、

そ
の
「
里
」
が
こ
の
六
条
の
邸
宅
を
指
し

て
い
る
の
で
、
二
条
の
院
が
桐
壷
更
衣
が
父
大
臣
か
ら
伝
領
し
て
い
た
の
と
同
様
、
六
条
御
息
所
が
伝
領
し
て
い
た
私
邸
な
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
こ
の
邸
宅
が
光
源
氏
の
所
有
と
な
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

か
の
六
条
の
旧
宮
を
い
と
よ
く
修
理
し
つ
く
ろ
ひ
た
り
け
れ
ば
、

み
や
び
か
に
て
住
み
た
ま
ひ
け
り
。

（
湾
標
の
巻
三
｜
三
九
頁
）

六
条
京
極
の
わ
た
り
に
、
中
宮
の
御
古
き
宮
の
ほ
と
り
を
、

四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
。

（
少
女
の
巻
三
l
二
七
二
頁
）

八
月
に
ぞ
、
六
条
の
院
造
り
果
て
て
わ
た
り
た
ま
ふ
。
未
申
の
町
は
、
中
宮
の
御
古
宮
な
れ
ば
、

や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。

（
少
女
の
巻
三
l
二
七
三
頁
）
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こ
の
他
に
、
「
六
条
わ
た
り
」
「
六
条
京
極
わ
た
り
L

と
も
さ
一
口
わ
れ
て
い
る
が
、

一
度
も
「
六
条
の
院
」
と
い
う
言
い
方
は
さ
れ
て
お
ら

ず
、
そ
の
代
わ
り
「
宮
L

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宮
と
い
う
の
は
、
主
人
が
御
息
所
で
あ
る
か
ら
当
然
そ
う
呼
ば
れ
て
も
よ
い

の
で
あ
る
。
す
る
と
、
六
条
の
院
が
光
源
氏
の
所
有
と
な
る
前
か
ら
「
六
条
の
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
説
得
力
を
欠

く
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
邸
宅
は
、
光
源
氏
が
自
分
の
も
の
と
し
て
四
町
を
占
め
た
大
邸
宅
の
一
画
と
し
た
際
に
、
そ
の
全
体
を
い
う
呼
称
と

し
て
初
め
て
「
六
条
の
院
」
と
つ
け
ら
れ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

「院
L

と
呼
ば
れ
る
理
由
も
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
で

あ
る
。同

じ
こ
と
が
二
条
の
院
・
東
の
院
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
前
者
は
桐
士
宮
の
巻
の
末
尾
で
、

里
の
殿
は
、
修
理
職
、
内
匠
寮
に
宣
旨
く
だ
り
て
、
こ
な
う
改
め
造
ら
せ
た
ま
ふ
。

（
一
｜
四

O
頁）



と
あ
っ
た
の
が
、
帯
木
の
巻
以
降
「
二
条
の
院
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
邸
宅
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
宣
旨
に
よ
っ
て
修
理

さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
条
の
院
の
具
体
的
な
様
子
は
若
紫
の
巻
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
は
紫
上
系
の

物
語
で
は
桐
壷
の
巻
の
次
に
若
紫
の
巻
が
続
く
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
と
ニ
一
一
口
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
は
、
控
え
目
な
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
大

変
立
派
な
邸
宅
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
邸
宅
は
、
葵
上
と
い
う
正
妻
を
要
っ
た
直
後
、
左
大
臣
家
で
も
で
き
る
だ
け
の
パ
ッ
ク
ア

ツ
プ
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
邸
に
あ
ま
り
寄
り
つ
か
ず
に
い
る
時
に
改
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
施
ヱ
主
は
桐
査
帝
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
桐
壷
帝
は
こ
の
邸
宅
を
自
分
の
所
有
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

そ
こ
に
仕
え
て
い
た

人
々
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
桐
壷
更
衣
が
残
し
た
唯
一
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
光
源
氏
の
住
ま
い
と
し
て
用
音
山
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

帯
木
の
巻
以
下
の
巻
々
で
は
二
条
の
院
は
完
全
に
光
源
氏
が
自
由
に
使
え
る
邸
宅
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
よ
う
。
改
修
の
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終
っ
た
二
条
の
院
を
見
て
、
光
源
氏
は
自
分
の
理
想
と
す
る
女
性
を
据
え
て
住
み
た
い
と
思
う
。
十
二
歳
の
光
源
氏
の
願
望
と
し
て
は
不
自

然
な
感
じ
も
す
る
が
、
後
の
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
生
活
の
形
成
へ
の
萌
芽
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
二
条
の
院
は
光
源
氏
の
邸
宅

と
し
て
改
修
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
院
と
呼
ば
れ
る
の
も
、
光
源
氏
の
邸
宅
と
し
て
の
作
者
の
命
名
の
意
識
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

東
の
院
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
津
標
の
巻
で
こ
の
邸
宅
の
造
営
が
始
ま
る
が
、

そ
こ
で
は
、

二
条
の
院
の
東
な
る
宮
、
院
の
御
処
分
な
り
し
を
、
こ
な
く
改
め
作
ら
せ
た
ま
ふ
。
花
散
里
な
ど
ゃ
う
の
心
苦
し
き
人
々
住
ま
せ
む
な

ど
、
お
ぼ
し
あ
て
て
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
。

（三

l
一
六
頁
）

と
あ
る
。
先
程
の
六
条
の
院
の
場
合
と
同
様
、
「
｛
呂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
邸
宅
を
改
築
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
「
院
の
御
処
分
」

で
あ
る
か
ら
、

「
院
」
と
呼
ば
れ
る
資
格
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

柏
木
の
巻
に
「
（
女
三
宮
が
朱
雀
院
か
ら
）
御
処
分
に
広
く
お
も
し
ろ

き
宮
賜
は
り
た
ま
へ
る
を
」
（
五
i
二
八
四
頁
）
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
必
ず
し
も
院
か
ら
下
賜
さ
れ
た
邸
宅
が
皆
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
わ
け



で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
こ
の
束
の
院
の
場
合
も
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
「
院
の
御
処
分
」
で
あ
る
こ
と
と
は
直
接
の
関

係
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
東
の
院
が
造
ら
れ
る
理
由
は
、
花
散
里
ら
心
に
か
け
て
い
る
女
性
を
住
ま
わ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
形
成
の
一
つ
の
具
現
と
し
て
の
造
営
で
あ
る
。

一
年
半
程
か
け
て
完
成
し
た
東
の
院
に
は
、
花
散
里
と
明

石
の
君
が
入
り
、
更
に
「
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
て
行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
」
（
松
風
の
巻
一
二
一
一
九
頁
）
が
集
ま
り
住
む
よ

う
再
目
山
中
d

l
て
ハ
た
。

i
fヰ
d

，Z
一
－
v
J
J

紫
上
の
居
る
二
条
の
院
と
こ
の
東
の
院
に
よ
っ
て
、

光
源
氏
の
理
想
の
生
活
が
完
成
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

そ
れ

が
、
ま
も
な
く
六
条
の
院
と
い
う
新
た
な
邸
宅
の
造
営
に
よ
っ
て
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
東
の
院
が
完
成

し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
明
石
の
君
、
明
石
の
姫
君
を
も
そ
の
中
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
で
、
将
来
的
に
も
光
源
氏
の
栄
華
の
中
心
拠
点
と
し

て
の
役
割
が
こ
の
二
つ
の
院
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

宅
は
、
「
に
は
か
に
造
ら
せ
た
ま
ふ
」
（
三
l
一
三

O
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

突
然
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

）
れ
は
明
石
の
君
が
上
京
、
大
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東
の
院
の
完
成
し
た
松
風
の
巻
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
光
源
氏
の
居
宅
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
。
桂
の
院
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
邸

井
に
留
ま
る
の
を
受
け
、
光
源
氏
と
明
石
の
君
と
の
交
渉
の
た
め
に
用
音
山
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
役
割
が
果
さ
れ
た
後
に
は
再
び
物
語
の
上

に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

そ
し
て
、

そ
の
邸
宅
の
様
子
も
つ
い
に
描
か
れ
ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
桂
の
院
に
限
っ
て
は
「
桂
殿
」
と

い
う
呼
称
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
条
の
院
・
束
の
院
・
六
条
の
院
と
は
少
し
性
格
の
異
な
る
、

つ
ま
り
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
具
現
と

し
て
の
邸
宅
造
営
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
緊
急
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
、

そ
し
て
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
あ
る
ま

、‘、
4
o

u
，刀

そ
う
は
言
っ
て
も
光
源
氏
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
並
々
で
な
い
邸
宅
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
桂
と
い
う
土
地
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
す
）

を
背
景
と
し
た
設
定
か
ら
も
十
分
う
か
が
え
る
の
で
は
あ
る
が
、

「
院
」
と
言
っ
た
り
「
殿
」
と
言
っ
た
り
す
る
あ
た
り
、

少
し
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
れ
ら
四
つ
の
光
源
氏
の
居
宅
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
居
宅
が
他
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
光
源
氏
と
い
う
理

想
的
な
男
性
が
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
従
っ
て
、
光
源
氏
の
所
有
と
な
る
前
に

は
「
院
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
邸
宅
が
、
光
源
氏
の
所
有
と
な
り
改
築
さ
れ
た
時
点
で
院
に
、

い
わ
ば
昇
格
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
上
皇
待
遇
で
あ
る
と
か
、
上
皇
か
ら
の
伝
領
で
あ
る
と
か
の
問
題
で
は
な
く
、
光
源
氏
と
い
う
図
抜
け
た
存
在
の
理
想
的
な
い
ろ
ご
の

み
の
生
活
の
場
所
と
し
て
の
邸
宅
に
、

一
種
の
格
付
け
を
す
る
た
め
に
、

「
殿
」
や
「
第
」
で
は
な
い
「
院
」
を
用
い
た
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
実
際
の
平
安
時
代
の
生
活
の
反
映
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
歴
史
上
の
院
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す

る。

（二）
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こ
こ
で
、
ま
ず
院
と
い
う
語
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
確
認
し
て
お
く
。
古
い
辞
書
で
は
『
和
名
抄
』
や
『
伊
呂
波
字

類
抄
』
で
院
を
「
別
宅
也
」
と
す
る
ほ
か
、
可
和
名
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
中
国
の
『
躍
部
韻
略
』
で
は
、

震
韻
垣
院
謂
下
庭
館
有
一
一
恒
一
橋
一
者
上
日
v
院

と
い
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
も
、

ま
ず
「
周
囲
に
垣
や
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
大
き
な
構
え
の
家
」
と
し
て
い
る
の
で
、

単
な
る
建
物
を

い
う
の
で
は
な
く
、
相
当
の
規
模
の
あ
る
も
の
を
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
実
際
に
院
と
呼
ば
れ
た
建
物
を
見
て
ゆ
く
と
、
邸
宅
で
は
や
は
り
、

一
条
院
・
冷
泉
院
・
陽
成
院
等
、
上
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇

族
と
の
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

な
か
で
も
、
天
皇
が
退
任
し
た
後
の
御
座
所
を
後
院
と
号
一
口
い
、
在
位
中
に
あ
ら
か
じ
め
場

所
を
決
め
て
お
く
。

『
拾
芥
抄
』
の
冷
泉
院
に
つ
い
て
の
記
事
に
「
累
代
後
院
」
と
あ
る
ご
と
く
、

何
代
も
の
上
皇
の
御
所
と
な
っ
た
後
院



も
あ
れ
ば
、

F
フ
つ
ほ
物
一
一
4F
の
蔵
関
上
の
巻
に
「
後
院
に
と
て
年
ご
ろ
造
ら
せ
給
ふ
、

大
宮
の
大
路
よ
り
束
、
二
条
大
路
よ
り
は
北
に
、

広
く
お
も
し
ろ
き
院
あ
り
、
」
（
角
川
文
庫
・
中
l
二
O
O頁
）
と
い
う
記
事
の
よ
う
に
実
際
に
も
新
築
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

で，．、．．． 

の
後
院
と
な
っ
た
建
物
は
院
と
呼
ば
れ
る
。
た
だ
、
記
録
・
日
記
類
の
記
述
だ
け
で
判
然
と
し
な
い
の
は
、

そ
れ
ら
が
、
最
初
か
ら
院
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
か
、

そ
れ
と
も
上
皇
と
の
ゆ
か
り
が
で
き
て
初
め
て
院
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

一
条
院
は
『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
、

最
初
は
藤
原
伊
予
の
邸
宅
で
あ
り
、

そ
れ
を
法
性
寺
大
臣
為
光
が
伝
領
す
る
。

そ
れ
が
、

後
に
女
院

（
東
三
条
院
）
詮
子
が
伝
領
す
る
の
だ
が
、
『
栄
花
物
語
』
の
み
は
て
ぬ
ゆ
め
の
巻
に
、

か
く
て
一
条
の
太
政
大
臣
の
家
を
ば
女
院
領
ぜ
さ
せ
給
て
、

い
み
じ
う
造
ら
せ
給
て
、

み
か
ど
の
後
院
に
お
ぼ
し
め
す
な
る
べ
し
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
上
l
一
三
九
頁
）
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と
あ
る
。
こ
の
少
し
前
に
、
こ
こ
を
二
条
殿
」
と
記
し
て
お
り
、

そ
れ
が
こ
の
時
に
初
め
て
「
一
条
院
」
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
堀
川
院
は
『
拾
芥
抄
』
に
よ
り
昭
宜
公
藤
原
基
経
の
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
後
に
円
融
天
皇
の
行
幸
が
あ
る
。

可
、
栄
花
物
語
』
の
沼
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
の
巻
に
、

か
か
る
程
に
内
も
焼
け
ぬ
れ
ば
、

み
か
ど
の
お
は
し
ま
す
所
見
苦
し
と
て
、
堀
河
殿
を
い
み
じ
う
造
り
み
が
き
給
て
、
内
裏
の
よ
う
に

造
り
な
し
て
、
内
い
で
く
る
ま
で
は
お
は
し
ま
さ
せ
ん
と
急
が
せ
給
な
り
け
り
。
貞
元
二
年
三
月
廿
六
日
に
堀
河
院
に
行
幸
あ
る
べ
け

れ
ば
、
天
下
急
ぎ
み
ち
た
り
。

（
上
｜
七
五
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
「
堀
川
殿
」
で
め
っ
た
の
が
、
行
幸
の
た
め
に
改
築
、
「
堀
川
院
」
と
し
、

そ
こ
へ
行
幸
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
か
、
或
い
は

行
幸
が
あ
っ
た
の
で
「
堀
川
院
L

と
な
っ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
も
と
か
ら
「
堀
川
院
」
と
い
う
別
称
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
考
え



も
捨
て
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

ま
た
、
河
原
院
は
源
融
の
邸
宅
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
宇
多
上
皇
の
御
所
と
し
て
六
条
院
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宇
多
上
皇
と

は
無
関
係
に
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
一
世
の
源
氏
と
し
て
臣
籍
に
降
下
し
て
い
た
源
融
の
居
宅
を
院
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

皇
族
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
の
に
院
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
に
、
菅
原
道
真
の
居
宅
菅
原
院
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

一方、

皇
族
と
の
関
係
が
あ
っ
て
も
院
と
呼
ば
れ
な
い
邸
宅
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、

も
と
関
白
藤
原
教
通
の
邸
宅
で
あ
っ
た
二
条
殿

は
、
後
三
条
上
皇
や
白
河
上
皇
の
御
所
と
な
っ
た
が
、
こ
の
御
所
は
院
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
大
炊
御
門
京
極
殿
は
土
御
門
上

皇
の
御
在
所
と
な
っ
た
が
院
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
後
院
で
あ
っ
て
も
院
と
は
呼
ば
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
御
所
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
藤
原
道
長
の
京
極
殿
（
4
）
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
な
ど
院
と
呼
ば
れ
る
の
に
不
足
な
く
、
加
え
て

で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
京
極
院
」
と
呼
ば
れ
た
記
録
は
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

院
と
呼
ば
れ
る
建
物
に
つ
い
て
の
論
理
が
明
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中
宮
彰
子
が
こ
こ
で
後
一
条
天
皇
・
後
朱
雀
天
皇
を
産
む
ほ
か
、
後
冷
泉
天
皇
も
こ
こ
で
誕
生
し
て
い
る
な
ど
、
院
と
呼
ば
れ
て
も
不
思
議

確
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

次
に
、
皇
族
と
の
関
係
な
し
に
院
と
呼
ば
れ
る
建
物
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、

『
西
宮
記
』
や
『
拾
芥
抄
』
に
は
諸
院
と
い
う
項
目
が
あ

る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
建
物
を
次
に
挙
げ
て
お
く
す
〕

O

八
省
院
・
豊
楽
院
・
武
徳
殿
・
中
和
院
・
神
泉
苑
・
朱
雀
院
・
勧
学
院
・
弊
学
院
・
学
館
院
・
弘
文
院
・
施
薬
院
・
悲
田
院
・
崇
親

院
・
穀
倉
院
・
康
院
・
供
御
院
・
醤
院
・
乳
牛
院
・
真
言
院
・
紙
屋
院
・
漆
室
・
鷹
屋
院
・
淳
和
院
・
雅
院
・
弘
誓
院

こ
れ
を
見
る
と
、
中
央
行
政
官
庁
・
天
皇
の
宴
会
の
た
め
の
建
物
・
同
じ
く
天
皇
の
祭
把
場
・
学
校
・
病
院
・
倉
庫
・
工
場
等
の
、
さ
ま

ざ
ま
な
目
的
の
建
物
が
院
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
官
庁
や
天
皇
に
直
接
関
係
す
る
も
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
勧
学
院
・
学
館
院



な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
藤
原
氏
・
橘
氏
の
た
め
の
学
校
で
あ
る
し
、
施
薬
院
・
悲
田
院
は
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
も
の
、
ま
た
醤
院
・
紙
屋
院

な
ど
も
皇
室
用
の
も
の
ば
か
り
生
産
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
院
と
呼
ば
れ
る
建
物
に
つ
い
て
皇
族
や
宮
廷
と
の
関
係
か
ら
の

み
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
院
と
呼
ば
れ
る
た
め
の
共
通
要
素
は
何
か
。
確
か
に
、

そ
れ
ぞ

れ
の
建
物
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
関
連
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
、

い
ず
れ
も
高
度
で
あ
り
、

か
つ
誰
に
で
も
公
開
が
可
能
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
性
格
の
建
物
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
堅
固
な
そ
し
て
容
易
に
出
入
り
の

で
き
な
い
よ
う
塀
や
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
建
物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
古
辞
書
に
あ
っ
た
院
の
意
味
が
こ
こ
に
生
き
て
い
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
づ
け
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
不
明
で
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
他
に
は
、
仏
教
の
寺
院
関
係
の
院
が
あ
る
。
こ
の
方
面
の
院
は
、
前
述
し
た
上
皇
御
所
で
あ
る
後
院
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
あ

を
も
寺
と
い
う
の
が
日
本
で
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
と
い
う
（
6

）

O

や
は
り
、
本
来
は
建
築
の
形
態
か
ら
院
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
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る
が
、
仏
教
が
も
っ
て
い
る
建
築
施
設
は
、
主
た
る
寺
（
伽
藍
）
に
対
し
て
僧
の
住
む
所
と
し
て
の
院
が
あ
る
と
い
う
形
で
、
更
に
そ
の
全
体

の
中
で

そ
の
た
め
の
建
築
物
を
い
う
特
殊
な
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
の
居
宅
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
仏
教

関
係
の
院
は
考
慮
の
外
に
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
歴
史
上
の
院
に
つ
い
て
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
皇
御
所
で
あ
る
後
院
と
な
っ
た
邸
宅

は
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
院
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
他
の
邸
宅
に
つ
い
て
は
、
院
と
い
う
呼
称
と
皇
族
と
の
関
係
の
有
無
と
を

論
理
的
に
結
び
つ
け
に
く
い
。

つ
ま
り
、
院
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
の
定
義
づ
け
が
困
難
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
邸
宅
以
外
の
建
物
に

つ
け
ら
れ
た
院
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
従
っ
て
、
字
義
と
し
て
の
、
垣
で
固
ま
れ
た
あ
る
程
度
の
広
さ
を
も
っ
家
と
い
う
概
念
を
当
て
は
め

る
以
外
に
な
い
場
合
も
あ
る
。



こ
の
う
ち
、
後
院
を
い
う
院
は
、
准
太
上
天
皇
と
な
っ
た
光
源
氏
を
い
う
寸
六
条
の
院
」
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
後
院
で
は
な
い
邸
宅
が

院
と
呼
ば
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
た
、

一
世
の
源
氏
で
あ
る
源
融
の
河
原
院
の
存
在
が
、
光
源
氏
の
居
宅
を
い
う
「
院
』
を
考
え
る
上
で
注
目

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

（三）

は
じ
め
に
、
光
源
氏
の
呼
称
と
し
て
の
「
院
」
と
、
光
源
氏
の
所
有
す
る
邸
宅
の
院
と
は
、
別
の
次
元
で
扱
わ
れ
る
べ
き
で
お
る
こ
と
を

述
べ
た
。
更
に
、

そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

光
源
氏
の
呼
称
と
し
て
の
「
院
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
藤
裏
葉
の
巻
で
光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
に
な
る
こ
と
は
、
単
に
冷
泉
帝
の
気
持
の
反
映
と
だ
け
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
、
桐
査
の
巻
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
高
麗
人
及
び
桐
査
帝
自
ら
の
予
言
の
実
現
と
し
て
、
光
源
氏
の
栄
華
の
絶
頂
を
描
い
て
物

語
の
大
団
円
と
し
よ
う
と
し
た
藤
裏
葉
の
巻
に
作
者
が
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
光
源
氏
は
、
臣
下
と

し
て
は
太
政
大
臣
と
い
う
最
高
の
地
位
と
権
力
を
手
に
入
れ
た
が
、

そ
れ
は
藤
原
氏
な
ど
の
他
氏
で
も
可
能
な
栄
達
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

予
言
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
は
そ
の
血
統
や
実
力
か
ら
す
れ
ば
帝
位
に
つ
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

光
源
氏
が
理
想
的
な
人
物
と
し
て
完
成
す
る
に
は
、
他
氏
に
も
可
能
な
位
置
で
は
十
分
で
は
な
い
。
し
か
も
、
実
は
今
の
帝
の
実
父
で
あ
る

と
い
う
事
実
は
、
臣
下
と
し
て
光
源
氏
の
栄
達
を
終
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
的
に
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
光
源
氏
は
准

太
上
天
皇
と
い
う
位
を
得
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
院
」
と
い
う
呼
称
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
表
面
的
に

は
臣
下
で
あ
っ
て
、
手
に
入
れ
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
皇
統
の
長
た
る
資
格
と
い
う
も
の
を
、
最
終
的
に
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
込
め
ら



れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
院
」
と
い
う
人
物
呼
称
に
は
王
の
座
の
象
徴
と
し
て
の
音
山
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人

物
呼
称
と
し
て
の
「
院
」
と
、
建
物
呼
称
の
「
院
」
と
を
同
次
元
で
は
扱
え
な
い
と
述
べ
た
こ
と
の
意
味
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
前
者
は
、
光
源
氏
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
資
格
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
決
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

一
種
の
神
聖

性
を
も
っ
た
「
院
」
で
あ
り
、
後
者
は
、
光
源
氏
と
い
う
理
想
的
な
人
物
が
、
平
安
時
代
の
貴
族
が
理
想
と
す
る
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
を
営

む
場
と
し
て
の
「
院
」
な
の
で
あ
る
。

光
源
氏
が
准
太
上
天
皇
と
し
て
、
特
別
の
重
い
意
味
を
も
っ
「
院
」
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
若
菜
上
の
巻
以
降
の

第
二
部
で
は
、
二
つ
の
呼
称
は
け
じ
め
が
つ
か
な
く
な
る
が
、

む
し
ろ
、

い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
場
と
し
て
の
「
院
」
と
王
の
座
の
象
徴
と

し
て
の
「
院
」
と
が
重
な
り
合
い
、

そ
こ
に
女
三
の
宮
の
降
嫁
が
付
加
さ
れ
て
、
光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
生
活
が
完
壁
な
も
の
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、

「
院
」
と
い
う
こ
と
ば
に
二
つ
の
意
味
を
も
た
せ
て
い
た
こ
と
が
、

か
え
っ
て
効
果
的
で
あ
っ
た
と
一
言
え
る
の
で
は
な
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い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、

一
世
の
源
氏
で
あ
る
光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
完
成
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
居
宅
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
上
で
、
先
に
少
し
触
れ
た
源
融
の
河
原
院
の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
源
融
は
嵯
峨
天
皇
の
第
十
二

皇
子
と
し
て
生
ま
れ
、

一
世
の
源
氏
と
し
て
左
大
臣
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
政
治
的
に
は
当
時
既
に
藤
原
氏
の
台
頭
が
め
ざ
ま

し
く
、
摂
関
家
と
な
っ
た
藤
原
良
房
・
基
綱
父
子
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
人
物
の
評
判
が
後
世
に
諮
り

伝
え
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
財
力
を
背
景
と
し
た
河
原
院
の
造
営
に
よ
る
。

そ
れ
は
八
町
を
占
め
る
大
邸
宅
で
、
塩
竃
の
風
景
を
模
し
た
庭
園

と
湖
水
を
汲
み
入
れ
た
池
が
殊
に
有
名
で
あ
り
、
連
日
の
よ
う
に
宴
会
が
催
さ
れ
、
文
人
が
盛
ん
に
詩
歌
を
作
っ
た
と
い
う
、
比
類
の
な
い

栄
華
を
誇
っ
た
の
で
あ
る
。

『
河
海
抄
』
以
来
、
こ
の
河
原
院
と
光
源
氏
の
六
条
の
院
と
の
関
連
が
、

准
拠
論
・
モ
デ
ル
論
或
い
は
構
想
論



に
お
い
て
枚
挙
に
暇
の
な
い
程
論
じ
ら
れ
、
そ
の
密
接
さ
が
確
認
さ
れ
て
き
た
（
7
）
が
、
光
源
氏
の
居
宅
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
も
、
河
原
院
と
い
う
、
現
実
に
院
と
呼
ば
れ
る
大
邸
宅
が
一
世
の
源
氏
の
趣
味
生
活
の
場
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
強
く
影
響
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

句
、
源
氏
物
語
』
は
延
喜
・
天
暦
時
代
に
時
代
を
設
定
し
て
い
る
と
午
一
一
口
わ
れ
る
が
、

実
際
の
河
原
院
の
繁
栄
は
そ
の
少
し
前
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
完
成
が
、

そ
れ
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、

そ
れ
を
上
回
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
い

た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
河
原
院
の
場
合
は
、

そ
の
庭
園
や
そ
こ
で
の
宴
会
の
面
の
み
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
光
源
氏
が
必
要
と

し
た
邸
宅
は
、
勿
諭
そ
う
し
た
も
の
を
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
構
成
要
素
の
一
っ
と
し
て
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
更
に
、
光
源
氏
が
愛
情
を

も
っ
て
接
し
て
い
る
女
性
達
を
そ
こ
に
集
め
て
住
ま
わ
せ
る
こ
と
を
重
要
な
目
的
と
し
て
も
っ
て
い
た
。
物
語
に
お
い
て
は
、
男
性
主
人
公

の
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
生
活
を
描
く
上
で
、

「
と
の
う
つ
り
」

が
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
西
村
亨
先
生
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
8
）0

す
な
わ
ち
、
広
大
な
邸
宅
を
構
え
、
何
人
か
の
愛
す
る
女
性
を
集
め
住
ま
わ
せ
て
繁
栄
す
る
と
い
う
こ
と
が

「
と
の
う
つ
り
」
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の
内
容
で
、

そ
れ
は
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
生
活
の
頂
点
の
具
現
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

そ
の
音

単
に
源
融
の
実
現
し
た
趣
味
生
活
に
匹
敵
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
二
条
の
院
・
東
の
院
そ
し
て
六
条
の
院
の
造
営
と
い
う
「
と
の
う
つ
り
」

に
よ
っ
て
、
交
渉
を
も
っ
た
女
性
す
べ
て
に
対
し
て
誠
意
を
も
ち
続
け
る
こ
と
で
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
源
融
に
な
ら
い
、
更
に
そ
れ
を
上

回
る
い
ろ
ご
の
み
の
完
成
の
た
め
に
、
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
へ
の
「
と
の
う
つ
り
L

が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
源
融
と
光
源
氏
が
同
じ
一
世
の
源
氏
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
世
の
源
氏
は
、
皇
子
と
し
て
生
ま
れ

な
が
ら
源
姓
を
賜
わ
り
臣
下
に
降
っ
た
人
物
で
あ
る
。
皇
位
継
承
権
を
捨
て
た
こ
と
に
よ
り
、
自
由
な
立
場
が
得
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
氏

に
対
し
て
は
皇
統
で
あ
る
点
で
優
位
に
、
め
る
存
在
で
あ
る
。

そ
の
一
世
の
源
氏
の
「
と
の
う
つ
り
」
は
、

？
っ
つ
ほ
物
語
』
に
も
、

源
正
頼

の
三
条
大
宮
に
四
町
を
占
め
た
邸
宅
や
源
涼
の
八
町
を
占
め
た
吹
上
の
浜
の
邸
宅
の
造
営
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
正
頼
邸
は
物



語
の
主
人
公
の
居
宅
で
は
な
い
し
、
涼
の
邸
宅
は
女
性
を
め
ぐ
る
要
素
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
た
め
、

と
も
に
い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
場
と

し
て
は
不
完
全
で
、

「院
L

と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、

一
世
の
源
氏
が
大
邸
宅
を
造
営
す
る
物
語
の
系
譜
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

興
味
深
い
。

光
源
氏
の
「
と
の
う
つ
り
」
も
そ
の
系
譜
上
に
あ
る
も
の
だ
が
、

直
接
に
意
識
し
て
い
る
の
は
や
は
り
河
原
院
で
あ
ろ
う
。

可
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
目
の
前
に
は
、

前
述
の
道
長
の
邸
宅
京
極
殿
と
い
う
大
き
な
存
在
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
余
り
に
身
近
な
現
実
で

あ
っ
た
と
と
も
に
、

や
は
り
他
氏
の
邸
宅
と
い
う
意
味
で
も
、
光
源
氏
の
邸
宅
の
モ
デ
ル
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
、

同
じ
一
世
の
源
氏
と
し
て
源
融
を
意
識
し
た
光
源
氏
は
、

い
ろ
ご
の
み
の
生
活
の
完
成
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
前
述
の
よ
う
に
、
た
だ
の

一
世
の
源
氏
と
し
て
終
ら
ず
、
准
太
上
天
皇
と
い
う
位
を
得
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
源
融
を
凌
駕
し
た
の
で
あ
る
が
、
光
源
氏
の
居
宅
が

「
院
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
河
原
院
の
存
在
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

と
り
も
な
お
さ
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ず
、
光
源
氏
像
を
形
成
す
る
上
で
、
源
融
の
存
在
が
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
光
源
氏
の
居
宅
が
「
院
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、

そ
れ
は
、

一
世
の
源
氏
で
あ
る
光
源
氏
の
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
の
生
活
が
完
成
さ

れ
る
場
と
し
て
の
意
味
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
造
営
目
的
や
光
源
氏
の
人
物
呼
称
と
し
て
の
「
院
」
と
の
比
較
、

そ
し
て
歴
史
上
の
一
世
の
源
氏
源
融
の
河
原
院
の
存
在
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
光
源
氏

の
人
物
像
形
成
に
お
い
て
「
院
」
と
い
う
こ
と
ば
が
大
き
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た

わ
け
で
あ
る
。

［注］

（

1
）
 

光
院
実
枝
の
注
釈
書
司
山
下
水
』
で
あ
る
。



2 

故
前

3 

一
院
に
つ
い
て
は
系
図
が
確
定
し
が
た
い
が
、
桐
壷
帝
の
父
院
か
と
す
る
説
（
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
な
ど
）
に
従
っ
て
お
く
。

坊
は
桐
壷
帝
と
「
同
じ
き
御
は
ら
か
ら
し
（
葵
の
巻
・
二

l
九
八
頁
）
で
あ
っ
た
。

清
原
元
輔
の
邸
宅
が
桂
に
あ
っ
て
、
源
順
や
大
中
臣
能
宣
ら
が
集
い
、
歌
会
な
ど
を
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
藤
原
兼
雅
が

桂
に
大
邸
宅
を
造
営
し
て
い
る
。

土
御
門
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

『
西
宮
記
』
と
『
拾
芥
抄
』
の
両
方
に
記
載
さ
れ
て
い
る
建
物
を
『
西
宮
記
』
に
お
け
る
記
載
順
に
挙
げ
、
続
け
て
『
西
宮
記
』
に
な
く
『
拾
芥

抄
b

に
見
ら
れ
る
。
淳
和
院
以
下
の
三
院
を
挙
げ
た
。
な
お
、
諸
院
の
項
に
は
、
こ
の
他
に
宮
廷
の
管
理
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
野
・
河
・
池
・

園
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

杉
山
信
三
氏
『
院
家
建
築
の
研
究
ι
（
昭
和
尚
年
・
吉
川
弘
文
館
）
参
照
。

高
橋
和
夫
氏
「
源
氏
物
語
『
六
条
院
』
の
源
泉
に
つ
い
て
L

（
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
』
所
収
・
昭
和
刊
年
・
桜
楓
杜
）
・
藤
村
潔
氏
「
河
原

院
考
」
（
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
所
収
・
昭
和
百
年
・
桜
楓
社
）
に
特
に
詳
し
い
。

『
新
考
王
朝
恋
詞
の
研
究
』
（
昭
和
何
年
・
桜
楓
社
）
三

O
五
｜
三

O
七
頁
参
照
。
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［
付
記
］

本
論
文
を
ま
と
め
る
に
当
り
、
西
村
亨
先
生
か
ら
懇
切
な
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


