
理
想
の
邸
宅
と
し
て
の

｢院
｣

-

｢六
条
院
｣
再
考
の
た
め
に
-

家

井

美
千
子

『
源
氏
物
語
』
に
措
か
れ
た

｢六
条
院
｣
は
'
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る

｢邸
宅
の
理
想
像
｣
と
し
て
な
が
く
日
本
文
学
に
大
き
な
影

響
力
を
持
っ
た
｡
と
り
わ
け
そ
の

｢四
方
四
季
｣
の
庭
園
描
写
は
'
｢御
伽
草
子
｣
な
ど
の
貴
族
の
邸
宅
の
定
型
表
現
に
受
け
継
が
れ
'
広

い
層
の
人
々
の
考
え
方
に
浸
透
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

理
想
世
界
の
表
現
と
し
て
の
六
条
院
形
成
を
考
え
る
場
合
に
､
そ
の
源
泉
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
､
文
学
史
的
に
は

『
う
つ
ほ
物
語
』

で
描
か
れ
た

｢吹
上
の
宮
｣
と

(左
)
大
将
源
正
頻
の
邸
宅

｢三
条
の
院
｣
と
が
挙
げ
ら
れ
る
し
､
古
注
に
は

｢河
原
の
院
｣
ま
た
は

｢六

条
の
院
｣
な
ど
が

(準
拠
)
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
『
源
氏
物
語
』
の

｢六
条
院
｣
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
､
そ
の
内
実
を
検
討
す
る
前
に
､
ど
う
し
て
も
判
然
と
し
な
い
の
は

｢な
ぜ
六
条

『院
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
｣
と
い
う
点
で
あ
る
｡
そ
の
邸
宅
が
平
安
京
の
六
条

(
の
あ
た
り
)
に
位
置
す
る
か
ら

｢六

条
｣
に
は
疑
問
が
な
い
の
で
あ
る
が
､
｢院
｣
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
理
由
が
物
語
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
t
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
｡
物
語
の
中
心
人
物
で
あ
る
光
源
氏
の
住
い
は
､
二
条
院

･
(二
条
の
)
東
院

二
ハ
条
院
と
､
す
べ
て

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る

邸
宅
で
あ

っ
た
が
'
初
め
の
二
箇
所
は
そ
れ
ぞ
れ

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
由
縁
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
｢六
条
院
｣
は
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唐
突
に

｢院
｣
と
し
て
語
ら
れ
る
｡
い
っ
た
い
こ
の
経
過
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
､
そ
の
上
で

｢六
条
院
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
邸
宅

で
あ
っ
た
の
か
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
｡
｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
考
え
る
の
が
こ
の
論
考
の
目
的
で
あ

る
｡
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『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
の
文
学
史
的
先
駆
と
し
て
､
『
う
つ
ほ
物
語
』
の

｢吹
上
の
宮
｣
と

｢三
条
の
院
｣
と
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は

先
に
述
べ
た
が
､
こ
の
う
ち

｢吹
上
の
宮
｣
に
つ
い
て
は
文
学
的
背
景
の
も
と
に
伊
勢
物
語
の

｢惟
喬
親
王
｣
を
巡
る
男
性
た
ち
の
交
友

を
も
踏
ま
え
た
､
文
学
的
な
理
想
の
春
空
間
で
あ
る
こ
と
を
か
つ
て
考
察
し
た
｡
今
回
は
特
に

｢院
｣
と
呼
ぶ
邸
宅
に
つ
い
て
考
え
た
い

の
で
､
源
正
頼
の
邸
宅
で
あ
る

｢三
条
の
院
｣
に
関
し
て
見
て
行
き
た
い
Q

『
う
つ
ほ
物
語
』
の

｢藤
原
の
君
｣
巻
以
降
､
多
く
の
場
面
が
源
正
頬
の
邸
宅

(三
条
の
院
)
を
舞
台
に
語
ら
れ
る
が
､
そ
れ
は
源
正

頬
が
時
の
天
皇
に
婿
ど
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
｢藤
原
の
君
｣
巻
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
o
(
1
)

母
后
の
宮
､
三
条
大
宮
の
ほ
ど
に
'
四
町
に
て
､
厳
め
し
き
宮
あ
り
｡
朝
廷
､
修
理
職
に
仰
せ
給
ひ
て
､
左
大
弁
を
督
し
て
､
四
町

の
所
を
四
つ
に
分
か
ち
て
､
町

一
つ
に
､
櫓
皮
の
お
と
ど

･
廊

･
渡
殿

･
蔵

･
板
屋
な
ど
､
い
と
多
く
建
て
た
る
四
つ
が
中
に
あ
た

り
面
白
き
､
本
家
の
御
料
に
造
ら
せ
給
ふ
｡
(藤
原
の
君

六
八
頁
)

も
と
も
と
の
所
有
者
は
妻
と
な
っ
た
内
親
王
の

｢母
后
の
宮
｣
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
､
そ
れ
を

｢軌
廷
'
修
理
職
に
仰
せ
｣
た
の
だ
か

ら
'
公
の
事
業
と
し
て
建
て
替
え
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
邸
宅
の
正
式
な
所
有
者
は
誰
で
あ
る
の
か
よ
く
判
ら
な
い
｡
こ
こ
に
は
正



頻
の
も
う

一
人
の
妻
で
あ
る
大
政
大
臣
の
娘
も
住
む
の
で
あ
る
か
ら
､
正
額
の
所
有
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
大
政
大
臣
の

娘
で
あ
る
妻
を
蔑
ろ
に
せ
ず
に

｢等
し
く
通
ひ
給
は
む
な
む
､
よ
か
る
べ
き
｣
と
判
断
し
命
令
し
て
い
た
の
は
妻
内
親
王
の
父
で
あ
る
天

皇
で
あ
る
の
で
､
妻
が
二
人
と
も
こ
の
邸
宅
に
い
る
の
は
正
額
の
意
思
と
は
関
係
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
O
伝
領
関
係
か
ら
行
け
ば
､
妻

内
親
王
が
こ
の
邸
宅
の
所
有
者
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

こ
の
経
緯
と
よ
く
似
通
う
の
は
､
後
に
仲
忠
が
与
え
ら
れ
る
邸
宅

｢二
条
の
院
｣
で
あ
る
｡
仲
忠
が
こ
の
邸
宅
を
与
え
ら
れ
る
き
っ
か

け
は
､
彼
の
娘
で
あ
-
天
皇
の
孫
で
も
あ
る
大
宮
に
､
琴
の
伝
授
を
行
う
こ
と
か
ら
だ
っ
た
｡

か
か
る
こ
と
を
､
内
裏
聞
こ
し
召
し
て
､
｢後
院
に
｣
と
て
年
ご
ろ
遣
ら
せ
給
ふ
､
大
宮
の
大
路
よ
り
は
東
､
二
条
大
路
よ
り
は
北
に
､

広
く
面
白
き
院
あ
り
O
そ
れ
を
中
納
言
召
し
て
､
賜
ふ
と
て
の
た
ま
ふ
.
(蔵
開

･
上

四
七

1
頁
)

｢後
院
｣
と
は
､
こ
の
場
合
天
皇
退
位
後
の
住
い
と
い
ち
お
う
考
え
て
み
た
い
が
､
そ
こ
を
中
納
言
仲
忠
に

｢私
の
家
｣
と
し
て
使
う

よ
う
下
賜
し
た
の
は
､
や
は
り
こ
の
場
合
も
仲
忠
が
女

1
の
宮
を
妻
と
し
て
得
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
.
仲
忠
に
後
院
を
予
定
し
て
い
た

邸
宅
を
下
賜
し
た
天
皇
は
退
位
後
に

｢朱
雀
院
｣
に
住
み
､
そ
の
こ
と
に
よ
り

｢朱
雀
院
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
､
仲
忠
に
与
え

た
邸
宅
の
方
は
そ
の
後

｢二
条
の
院
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
o
L
か
し
こ
れ
を
仲
忠
が
所
有
し
た
と
考
え
る
の
に
は
問
題
が
あ
る
o

｢蔵
開

･
下
｣
巻
で
､
仲
忠
の
父
兼
雅
は
こ
の
邸
宅
の
こ
と
を

｢そ
こ
に
用
ぜ
ら
る
る
二
条
院
｣
と
言
う
の
で
あ
る
｡
兼
雅
は
息
仲
忠

に
敬
語
を
使
っ
て
い
る
の
だ
が
'
そ
の
言
で
は
二
条
院
は
仲
忠
が

｢用
｣
じ
て
は
い
る
が

｢領
｣
ず
る
も
の
で
は
な
い
｡
実
際
に
仲
忠
が

｢私
の
家
｣
と
し
て
娘
大
宮
に
琴
を
習
わ
せ
る
の
は
､
祖
父
俊
陰
の
邸
宅
で
あ
っ
た
京
極
の
修
復
し
た
邸
で
あ
っ
た
C
二
条
の
院
は
'
妻

で
あ
る
女

一
の
宮
の
所
有
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
仲
忠
の
領
有
す
る
邸
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の

｢院
｣
は
､
と
も
に

妻
に
内
親
王
を
迎
え
た
臣
下
に

一
時
的
に
管
理
を
任
さ
れ
た
公
的
な
邸
宅
だ
t
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡

正
額
の
三
条
の
院
は
'
し
か
し
仲
忠
に
と
っ
て
の
二
条
の
院
と
は
格
段
に
価
値
の
相
違
す
る
邸
宅
で
あ
っ
た
D
｢藤
原
の
君
｣
の
巻
以
下

に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
そ
の
邸
宅
の
内
実
は
､
そ
れ
に
比
べ
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
内
裏
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
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｢吹
上
の
宮
｣
が
文
学
的
な
意
匠
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
理
想
空
間
で
あ
る
の
に
対
し
､
三
条
の
院
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の
人
間
関
係

･

社
会
的
地
位
に
よ
っ
て
政
治
的
中
心
を
実
現
し
て
い
る
｡
周
知
の
よ
う
に
'
正
頬
が
二
人
の
妻
と
の
間
に
も
う
け
た
多
数
の
娘
に
'
右
大

臣
を
は
じ
め
と
し
て
左
衛
門
督

･
中
将

･
民
部
卿
な
ど
を
婿
と
し
て
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
さ
ら
に
は
第
九
女
の

｢あ
て
宮
｣
の

求
婚
者
と
し
て
､
春
宮
以
下
よ
-
広
範
囲
に
貴
族
た
ち
の
興
味
を
三
条
の
院
に
引
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
達
成
さ
れ
る
｡
(
つ
ま

り
ど
の
娘
に
誰
を
婿
取
る
か
､
に
関
す
る
正
頼
と
妻
大
宮
と
の
会
話
は
､
正
式
な
人
事
の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
あ
る
｡
)
こ
の
物
語
が

｢あ
て
宮

の
婿
は
誰
か
｣
と
い
う
興
味
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
限
り
は
､
正
頻
の
邸
は
物
語
世
界
の
中
心
で
あ
っ
て
､
特
に
名
を
持
っ
て
呼
ば

れ
て
い
な
い
｡
単
に

｢殿
｣
と
だ
け
語
ら
れ
る
の
が
､
正
頼
邸
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
物
語
に
登
場
す
る
貴
族
た
ち
は
､
｢三
奇
人
｣
と
呼
ば
れ
る
上
野
宮

･
三
春
高
基

･
滋
野
兵
曹
を
除
き
､
次
々
に
登
場
す
る
求
婚
者

の
多
く
が
三
条
大
路
の
近
辺
に
邸
宅
を
持
つ
の
で
紛
ら
わ
し
い
限
り
で
あ
る
が
､
彼
ら
正
頼
邸
に
集
う
貴
族
が
帰
宅
す
る
時
に
は
､
彼
ら

の
邸
宅
は
例
え
ば

｢三
条
殿
に
ま
か
で
給

へ
り
｣
の
よ
-
に
示
す
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
多
く
の
他
の
貴
族
の

｢三
条
殿
｣
と
比
べ
'
正
演

の
邸
宅
は
特
に
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
は
､
基
本
的
に
語
る
視
点
を
正
頼
の
邸
宅
に
置
い
て
い
る
か
ら
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
｡

こ
の
邸
宅
が

｢三
条
の
院
｣
と
呼
ば
れ
る
の
は
､
管
見
で
は

｢祭
り
の
使
｣
巻
で
､
勧
学
院
の
歩
み
を
内
裏

へ
の
代
わ
り
に
正
頼
邸

へ

と
行
う
場
面
が
初
め
て
で
あ
る
｡

｢別
当
殿
に
こ
の
よ
し
ら
申
さ
せ
て
､
大
学
よ
り
､
三
条
の
院
近
し
､
徒
歩
よ
り
歩
ま
む
｣
と
て

(祭
り
の
使

二
二
九
頁
)

こ
こ
で
は
､
諒
闇
の
た
め
中
止
と
な
っ
た
内
裏

へ
の

｢勧
学
院
の
歩
み
｣
を
､
目
的
地
を
三
条
の
院

(正
頬
が
源
氏
で
あ
り
な
が
ら
'

母
の
藤
原
氏
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
)
に
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
三
鷹
の
院
が
物
語
上
で

｢も
う

1
つ
の
内
裏
｣
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
三
条
の
院
が
他
の
邸
宅
と
隔
絶
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
､
そ
こ
に
住
む
正
額
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
も
窺

わ
れ
る
｡
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｢去
年
の
遭
饗
を
､
右
大
将
の
､
い
と
清
げ
に
し
給

へ
り
し
か
な
｡
三
条
こ
そ
､
あ
や
し
う
､
こ
こ
ろ
あ
る
べ
き
人
な
れ
｡
｣

(嵯
峨
の
院

一
八
九
頁
)

こ
こ
で

｢三
条
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
､
右
大
将
兼
雅
の
邸
宅
､
さ
ら
に
は
そ
こ
を
取
り
し
き
る
そ
の
妻

(仲
忠
の
母
)
で
あ
る
｡

自
ら
の
邸
宅
も
三
条
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
､
自
邸
で
の
会
話
で
他
家
の
邸
宅
を
単
に

｢三
条
｣
で
呼
ん
で
済
む
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
他
の

主
要
な
貴
族
の
邸
宅
も
ま
た
三
条
に
あ
る
の
だ
か
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
判
る
よ
う
な
呼
び
分
け
を
す
る
の
が
そ
こ
で
生
活
す
る
者
の

通
常
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
物
語
は
そ
れ
を
し
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
物
語
が
混
乱
し
な
い
の
は
'
正
頼
邸
の
三
条
の
院
が
､
三
条
と
い

う
都
の
中
の
特
定
の
地
点
を
離
れ
た
､
特
権
的
な
邸
宅
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
｡

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
'
正
頼
の
邸
宅
を

｢三
条
の
院
｣
と
呼
ぶ
の
は

『
宇
津
保
物
語
索
引
』
(2
)

に
よ
れ
ば
9
例
あ
る
が
､
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
､
内
裏
と
の
対
比
を
背
景
に
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

｢内
侍
の
か
み
｣
巻
で
､
宮
中
に
参
上
し
た
左
大
将
正
額
が

｢御
葉
物

･
御
酒
な
ど
｣
を
取
り
寄
せ
る
の
が
三
条
院
で
あ
り

(三
八
〇

貢
)､
そ
こ
か
ら

｢大
将
の
君
､
御
子
引
き
連
れ
て
｣
帰
る
の
が
三
条
院
で
あ
る

(三
八
三
頁
絵
解
)｡
｢国
譲

･
下
し
巻
で
次
の
春
宮
候
補

か
ら
外
さ
れ
た
と
世
人
が
判
断
し
､
｢四
面
巡
り
立
ち
し
馬

･
車
も
お
さ
お
さ
｣
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
､
は
て
に
は

｢内
裏
の
御
使
｣

も
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
の
が
三
条
院
で
あ
る

(七
八
〇
､
七
八

一
頁
)｡

特
に

｢国
譲

･
下
｣
に
は
､
こ
の
巻
の
最
大
の
興
味
が

｢次
の
春
宮
は
ど
の
家
か
ら
で
る
か
｣
と
い
う
こ
と
に
あ
る
以
上
､
か
つ
て
内

裏
以
上
に
中
心
的
な
場
で
あ
っ
た

｢三
条
の
院
｣
が
凋
落
し
､
ま
た
結
局
は
正
頼
の
孫
の
親
王
が
春
宮
に
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
勢

威
を
取
り
戻
す
経
緯
を
語
る
た
め
に
も
､
｢三
条
の
院
｣
と
い
う
呼
び
方
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
(七
八
二
'
八
〇
一
頁
に
あ
と
二

例
見
ら
れ
る

)

(
3

)

し
か
し
こ
の
よ
-
に
次
期
春
宮
を

7
家
か
ら
出
し
再
び
賑
い
を
取
り
戻
し
た
と
は
言
え
､
正
頼
家
は
も
は
や
物
語
の
中
心
で
は
な
く
な

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
Q
｢蔵
開
｣
巻
か
ら
､
物
語
の
中
心
に
向
か
っ
て
か
つ
て
の
俊
陰
邸

(京
極
の
邸
)
が
再
登
場
し
､
｢楼
の
上
｣
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巻
で
は
二
人
の
院
を
迎
え
る
ま
さ
に
中
心
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
｡
そ
こ
で
は
､
む
し
ろ
天
皇
が
内
裏
に
取
-
残
さ
れ
て
､
遠
く
仲
忠
親

子
の
秘
琴
の
音
を
聞
く
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢三
条
の
院
｣
と
い
う
呼
び
方
は

｢国
譲
｣
巻
以
降
に
は
も
は
や
現
れ
な
い
｡

以
上
'
正
頼
の
邸
宅
で
あ
る

｢三
条
の
院
｣
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
が

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
､
妻
内
親
王
の

伝
領
が
考
え
ら
れ
､
ま
た
物
語
の
中
心
的
な
場
で
あ
り
'
内
裏
に
も
匹
敵
す
る
邸
宅
で
あ
る
こ
と
が

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
内
実
を
満
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
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次
に
､
『源
氏
物
語
』
の
六
条
院
の

｢準
拠
｣
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

｢河
原
の
院
｣
と

｢六
条
の
院
｣
を
は
じ
め
と
す
る
へ

実
在
し
た

｢院
｣
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡
た
だ
し
以
下
の
考
察
は

(準
拠
)
論
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
そ
の
邸

宅
が

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
Q

河
原
の
院
は
'
や
は
り
光
源
氏
の

(準
拠
)
の
一
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
左
大
臣
源
融
の
邸
宅
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
こ

の
邸
宅
は
初
め
か
ら

｢河
原
の
院
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
｡
『伊
勢
物
語
』
八
十

一
段
に
お
い
て
印
象
深
く
語
ら
れ
る
そ
の
邸
は
､

『古
今
和
歌
集
』
で
は

｢河
原
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
身
ま
か
り
て
の
ち
､
か
の
家
に
ま
か
り
て
あ
り
け
る
に
｣
(八
五
二
歌
詞
書
)

の
よ
う
に
､
｢(敬
)
河
原
左
大
臣
の
家
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
ま
だ

｢院
｣
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
有
名
な
邸
が

｢河
原
の
院
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
､
宇
多
上
皇
が
住
む
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
『
大
和
物
語
』

六
十

一
段
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
｡

亭
子
の
院
に
､
御
息
所
た
ち
あ
ま
た
御
曹
司
し
て
す
み
給
ふ
に
､
年
ご
ろ
あ
り
て
､
河
原
の
院
の
い
と
お
も
し
ろ
く
つ
く
ら
れ
た
り



け
る
に
､
京
極
の
御
息
所
ひ
と
と
こ
ろ
の
御
曹
司
を
の
み
し
て
､
わ
た
ら
せ
給
ひ
に
け
り
｡

こ
の
語
り
方
で
は
､
｢河
原
の
院
｣
が
誰
の
所
有
で
あ
る
の
か
分
明
で
は
な
い
が
､
と
も
か
く
宇
多
上
皇

(亭
子
の
院
)
が
こ
こ
に
住
ん

だ
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
り
､
上
皇
が
住
む
以
前
は

｢故
左
大
臣
の
旧
宅
｣
(『本
朝
文
粋
』
祝
詞
文
)
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
0
た
だ
'
｢河
原

の
院
｣
が
上
皇
の
常
の
居
所
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
､
宇
多
上
皇
の
御
所
に
つ
い
て
論
じ
た
目
崎
徳
衛
氏
は

｢寵
姫
褒
子

を
置
い
た
別
業
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｣
と
結
論
づ
け
て
い
る

｡
(4)結
局
､
上
皇
の
住
む
邸
宅
と
な
っ
て
そ
の
時

点
で
既
に
融
の
幽
霊
が
出
現
し
た
と
の
伝
説
を
持
ち
の
ち
に
荒
廃
す
る

｢河
原
の
院
｣
は
､
『
源
氏
物
語
』
｢夕
顔
｣
巻
の

｢な
に
が
し
の

院
｣
の
モ
デ
ル
と
は
な
っ
て
も
､
河
原
左
大
臣
在
世
の
頃
の
豪
華
な
河
原
邸
が
光
源
氏
の

｢六
条
院
｣
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

目
崎
氏
は
同
じ
論
文
で

､
｢河
原
の
院
｣
に
褒
子
を
住
ま
わ
せ
た
頃
の
上
皇
の
居
所
が

｢六
条
院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
｡
つ
ま
り

｢河
原
の
院
｣
と
は
別
の

｢六
条
院
｣
(
｢中
六
条
院
｣
と
も
)
の
存
在
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
延
喜
十
七
年

ご
ろ
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
居
所
が
そ
こ
で
あ
っ
た
た
め
､
｢六
条
院
｣
は
宇
多
上
皇
の
晩
年
の
呼
称
な
の
で
腐
る
と
い
う
.

退
位
後
の
宇
多
上
皇
は
､
そ
の
精
神
状
態
の
ゆ
え
か
再
三
居
所
を
移
動
し
た
が
､
そ
れ
ら
の
居
所
は
寺
院
で
あ
っ
た
仁
和
寺
を
除
き
東

院

･
朱
雀
院

･
享
子
の
院

･
六
条
院

･
河
原
の
院
と
､
い
ず
れ
も

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
で
あ
っ
た
Q
ま
た
宇
多
院
は
､
目
崎
氏
に
よ

れ
ば
上
皇
の
私
的
所
領
の
監
理
機
関
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
､
初
め
か
ら
退
位
後
の
天
皇
の
居
所
と
し
て
公
的
に
管
理
さ
れ
て
い

る
も
の
も
含
め
､
こ
れ
ら
す
べ
て
が
退
位
後
の
天
皇
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

退
位
後
の
天
皇
の
居
所
と
い
え
ば

｢後
院
｣
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
宇
多
上
皇
の
居
所
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
邸
宅
は

｢後
院
｣
と
呼
ん
で
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

橋
本
義
彦
氏
は
､
｢後
院
に
つ
い
て
｣
と
い
う
論
考
で
､
退
位
後
の
天
皇
の
居
所
は
後
院
の
機
能
の
1
つ
に
過
ぎ
な
い
､
と
指
摘
し
て
い

る
ニ
5
)

氏
に
よ
れ
ば
'
後
院
の
機
能
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
｡
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後
院
の
機
能
と
し
て
先
ず
指
摘
し
得
る
の
は
､
内
裏
の

｢本
宮
｣
に
対
す
る
仮
御
所
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
-
'
第
二
に
譲
位
後
の
御

所
と
し
て
の
機
能
で
あ
-
'
第
三
に
天
皇
の
私
的
な
所
領

･
財
産
を
監
理
す
る
機
関
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
0

宇
多
上
皇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
邸
宅
は
､
第
二
･第
三
に
示
さ
れ
た
も
の
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
よ
-
｡
ま
た
､
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
特
に

｢二

条
の
院
｣
は
､
在
位
中
の
天
皇
が
造
営
し
て
い
る
だ
け
に
､
第

一
の
機
能
に
あ
た
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

し
か
し
橋
本
氏
は
､
後
院
は

｢天
皇
の
設
定
し
､
こ
れ
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
則
｣
が
あ
る
も
の
だ
と
も
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
の
原
則
か
ら
み
た
と
き
､
宇
多
上
皇
が
転
々
と
居
を
移
動
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
邸
宅
を

(退
位
前
の
)
｢天
皇
の
設
定
し
｣
た
も
の
と
見
倣

す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡
特
に

｢河
原
の
院
｣
の
場
合
は
'
上
皇
の
居
所
と
し
て

｢六
条
院
｣
が
既
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

別
荘
と
し
て
個
人
的
な
趣
味
を
満
た
す
べ
く
求
め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
も
公
的
な
機
関

(後
院
)
と
み
る
こ
と
は
可
能
だ

ろ
う
か
､
と
い
う
疑
問
が
わ
く
｡
逆
に
宇
多
上
皇
の
こ
の
よ
う
な
頻
繁
な
居
所
の
移
動
が
､
｢院
｣
の
概
念
を
変
質
さ
せ
た
t
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

退
位
後
の
天
皇
の
居
所
と
し
て

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
最
初
は
嵯
峨
上
皇
の

｢嵯
峨
の
院
｣
で
あ
る
が
､
こ
こ
は
も
と
も
と

｢山
院
｣
で

あ
っ
て
別
荘
的
な
邸
宅
で
あ
っ
た
ら
し
い
し
､
次
の
淳
和
上
皇
の

｢西
院
｣
(ま
た
は

｢淳
和
院
｣
)
も
は
じ
め
か
ら

｢後
院
｣
と
し
て
造

営
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
､
と
も
に
都
の
中
心
を
離
れ
た
離
宮
的
な
邸
で
あ
っ
た
･｡
『古
事
類
苑
』
｢帝
王
部
十
四

太
上
天
皇
｣
の
概
説

に
は
院
と
は

｢御
所
ヨ
リ
起
レ
ル
称
ナ
リ
｣
と
L
j
さ
ら
に

｢帝
王
部
十
六

誼
号
｣
概
説
で
退
位
後
の
御
在
所

(｢後
院
｣)
の
名
称
が

天
皇
の
称
号
に
な
る
例

(院
号
)
が
あ
る
と
述
べ
､
そ
の
例
と
し
て
嵯
峨
天
皇
や
淳
和
天
皇

･
清
和
天
皇
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
'
制
度

と
し
て

｢後
院
｣
が
始
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
く
､
退
位
後
の
天
皇
が

｢院
｣
と
称
す
る
邸
宅
に
住
む
こ
と
が
何
代
か
続
く
こ
と
に
よ

っ
て
､
｢院
｣
は
退
位
し
た
天
皇
の
御
在
所
で
あ
る
､
と
い
う
考
え
方

(と
同
時
に
上
皇
を

｢院
｣
と
呼
ぶ
こ
と
)
が
定
着
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
お
そ
ら
く
､
他
の
.平
安
時
代
的
な
文
化
の
多
く
が
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
そ
の
根
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同

じ
ょ
う
に
､
こ
れ
も
嵯
峨
天
皇

(上
皇
)
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡
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と
も
あ
れ
､
最
初
か
ら
後
院
と
し
て
造
営
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
'
上
皇
の
居
所
は
す
べ
て

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
､
と
い
っ
た
傾

向
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
.で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

『
源
氏
物
語
』
の
成
立
す
る
時
代
に
は
､
｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
､
上
皇
の
居
所
に
あ

た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
､
中
に
は
上
皇
の
居
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
の
に

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
が
あ
る
｡
そ

の
1
種
は

｢な
ぎ
さ
の
院
｣
や

｢桂
の
院
｣
｢宇
治
の
院
｣
と
い
っ
た
貴
族
の
山
荘
的
な
郊
外
の

(ま
た
は
都
の
中
心
を
離
れ
た
)
施
設
で

あ
り
､
も
う

一
つ
見
過
ご
せ
な
い
も
の
と
し
て
藤
原
摂
関
家
の
邸
宅

｢開
院
｣
が
あ
る
｡

｢な
ぎ
さ
の
院
｣
は
､
『伊
勢
物
語
』
(八
十
二
段
)
お
よ
び

『
古
今
和
歌
集
』
五
十
三
番
歌
の
在
原
業
平
の
歌
で
有
名
な
'
惟
喬
親
王

の
離
宮
で
あ
り
､
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
吹
上
の
宮
に
見
え
る

｢な
ぎ
さ
の
院
｣
は
こ
れ
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た

｢宇
治
の
院
｣
は
､
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
二
度
の
初
瀬
詣
で
の
記
事
に
お
い
て
現
れ
'
道
綱
の
母

一
行
が
そ
こ
に
旅
の
途
中
寄

っ
て
い
る
場
で
あ
る
｡
以
上
の
二
つ
は
実
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
『源
氏
物
語
』
に
も
､
光
源
氏
が
大
堰
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
明
石

の
君
を
訪
ね
る
に
あ
た
っ
て
そ
こ
に
行
く
こ
と
を
紫
の
上

へ
の
口
実
と
し
た
､
別
荘
的
な
邸
が
あ
る
｡
こ
れ
は
虚
構
で
は
あ
る
が
'
桂
の

一
帯
に
貴
族
の
別
荘
的
な
建
物
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
こ
と
は
検
証
さ
れ
て
い
る
0
(6
)

そ
れ
ら
を

｢桂
の
院
｣
と
呼
ん
だ
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
が
､
桂
に
そ
の
よ
う
な
建
造
物
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な

｢
～
の
院
｣
と
京
の
郊
外
の
地
名
を
冠
し
た
場
合
に
は
､
そ
れ
は

｢嵯
峨
の
院
｣
が
初
め
に
そ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
､
貴

族
の
山
荘

･
別
荘
と
い
っ
た
施
設
を
考
え
て
よ
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
､
以
上
の
三
箇
所
の

｢院
｣
の
場
合
は
'
い
ず
れ
も
河
の
ほ

と
り
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
､
｢山
荘
｣
と
い
っ
た
表
現
は
あ
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
む
し
ろ
水
辺
の
別
荘
で
あ
る
こ
と
が

｢～

の
院
｣
の
条
件
な
の
で
は
な
い
か
t
と
さ
え
思
わ
れ
る
｡

次
に

｢開
院
｣
は
､
こ
れ
ま
で
見
た
と
こ
ろ

『源
氏
物
語
』
の
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
も

｢院
｣
の
呼
び
名
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
確
実
な
貴
族
の
邸
宅
で
あ
る
｡
こ
の
邸
宅
は
都
の
中
に
あ
っ
て
上
層
貴
族
が
住
ん
で
は
い
る
が
､
そ
れ
ま
で
上
皇
の
居
所
で
あ
っ
た
こ
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と
は
な
い
の
で
あ
る
が
､
既
に

『
古
今
和
歌
集
』
に

｢開
院
｣
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
作
者
と
し
て
二
首
の
歌
を
入
集
さ
せ
て
い
る
し
､
『
大

和
物
語
』
に
お
い
て
は
邸
宅
の

｢開
院
｣
が
舞
台
と
な
る
章
段

(四
十
六

･
百
十
八
段
)
が
あ
る
｡
『
大
和
物
語
』
の
性
質
か
ら
い
っ
て
､

物
語
成
立
当
時

(九
五
〇
年
頃
と
さ
れ
る
)
の
人
々
が
､
そ
の
邸
宅
を

｢開
院
｣
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
で

は
､
上
皇
が
住
ん
だ
こ
と
の
な
い
､
ま
た
天
皇
家
の
造
営
で
も
な
い
貴
族
の
邸
宅
の
一
つ
に
､
な
ぜ

｢院
｣
を
つ
け
た
呼
称
が
可
能
だ
っ

た
の
か
と
言
え
ば
､
.実
は
こ
の
邸
宅
の
名
称
も
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
遡
る
由
来
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

勅
撰
漠
詩
集
の

『
凌
雲
集
』
と

『
文
華
秀
麗
集
』
に
は
､
藤
原
冬
嗣
の
邸
宅
に
お
い
て
訪
れ
た
嵯
峨
上
皇
や
淳
和
天
皇
と
そ
･の
廷
臣
た

ち
に
よ
る
詩
宴
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
詩
を
収
め
､
そ
の
頃
す
で
に

｢開
院
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

『
凌
雲
集
』
に
は
､
嵯
峨
御
製
の

｢夏
日
左
大
将
軍
藤
冬
嗣
閑
居
院
｣
と
題
さ
れ
た
詩
と
､
そ
の
応
製
と
考
え
ら
れ
る
滋
野
貞
主
の
詩

｢夏
日
陪
幸
左
大
将
軍
藤
冬
嗣
閑
居
院
､
応
製
｣
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は

『
文
革
秀
麗
集
』
の
淳
和
御
製
詩

｢夏
日
左
大
将
軍
藤
冬
嗣
開

院
｣
と
同
じ
機
会
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
小
島
憲
之
氏
は
推
定
し
､
そ
し
て
そ
れ
は

『類
衆
国
史
』
(巻
三
十

一
)
に
見
え
る
弘
仁
五
年
四
月

二
十
八
日
の
開
院

へ
の
行
幸
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る

｡
(7)小
島
氏
は

｢こ
の
院
は
､
京
都
二
条
の
南
､
酉
洞
院
の
あ
た
り
に
あ
る
冬
嗣
の

別
邸
｣
と
説
明
し
､
そ
の
根
拠
に

『拾
芥
抄
』
の

｢開
院
､
二
条
南
､
酉
洞
院
酉

一
町
､
冬
嗣
大
臣
家
､
金
岡
畳
水
石
､
公
季
公
伝
領
之
｣

の
記
事
を
掲
げ
る
｡
｢別
邸
｣
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
は

『拾
芥
抄
』
に
は
な
い
こ
と
か
ら
､
こ
れ
は

｢院
｣
と
言
う
名
称
を

｢院
は
庭

園
､
庭
園
の
あ
る
建
物
の
意
｣
と
説
明
す
る
小
島
氏
の
判
断
と
言
え
よ
う
｡

他
の

｢遊
覧
｣
の
詩
と
同
様
､
こ
の
開
院
で
の
詩
も
そ
の
庭
園
の
風
光
を
愛
で
､
そ
こ
で
の
清
遊
の
一
日
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
､

こ
の
場
合
が
特
に

｢夏
日
｣
で
あ
っ
た
た
め
か
､
そ
の
池
の
涼
し
さ

･
晴
ら
か
さ
を
喜
ぶ
表
現
が
目
立
つ
｡
例
え
ば
嵯
峨
御
製
が

｢避
暑

時
来
閉
院
裏

池
亭

1
把
釣
魚
竿
｣
(
｢閉
院
｣
は

｢開
院
｣
に
同
じ
)
と
始
ま
る
よ
う
に
o
実
際
に
開
院
が

｢金
岡
畳
水
石
｣
つ
ま
り
伝

説
的
匠
で
あ
る
巨
勢
金
岡
の
設
計
に
な
る
と
い
う
圃
池
を
持
っ
た
邸
宅
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
､
小
島
氏
は

『
凌
雲
集
』
の
遊
覧

の
詩
の
特
徴
と
し
て
､
遊
覧
の
舞
台
が
主
と
し
て
河
陽
の
あ
た
り

(今
の
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
付
近
)
お
よ
び
禁
苑

｢神
泉
苑
｣
で
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あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
､
そ
れ
以
外
の
ま
れ
な
例
と
し
て
皇
太
弟
淳
和
の

｢南
池
｣
と
こ
の

｢開
院
｣
と
が
あ
る
と
い
う
｡
こ
れ
ら
遊
覧
の

地
は
､
い
ず
れ
も
河
や
池
の
ほ
と
り
で
あ
る
と
言
え
る
だ
･ろ
う
｡
遊
覧
の
場
と
し
て

｢開
院
｣
が
選
ば
れ
た
の
は
'
や
は
り
そ
こ
に
見
事

な
池
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
例
に
よ
っ
て
､
弘
仁
頃
に
既
に
こ
の
冬
嗣
の
邸
宅
が

｢閑
居
院
｣
ま
た
は

｢開
院
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
が
､
前
述
の
Ji
ぅ
に
'
こ
の
時
期
に
は
ま
だ

｢後
院
｣
の
制
度
が
整

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
.
ま
た
嵯
峨
上
皇
ら
に
よ
っ
て
､

嵯
峨
院

･
雲
林
院

･
西
院

(淳
和
院
)
な
ど
の
離
宮
的
邸
宅
が
次
々
に
造
営
さ
れ
る
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
こ
の

｢閑

(居
)
院
｣
が

現
れ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
､
造
営
者
が
臣
下
で
は
あ
っ
て
も
､
こ
れ
も
ま
た

｢離
宮
｣
的
な
命
名
に
よ
る
呼
び
名
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
の
可
能
性
が
強
い
｡
平
安
初
頭
か
ら
の
名
園
を
持
つ
特
別
な
邸
宅
と
し
て

｢開
院
｣
の
名
は
受
け
継
が
れ
､
後
に
は
後
三
条
天
皇

の
春
宮
時
代
か
ら
の
御
所
と
し
て
､

1
時
は
内
裏
の
代
わ
り
に
も
な
っ
た
.

し
か
し
'
前
述
の
宇
多
上
皇
の
頃
に
は
､
園
地
が
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
､
上
皇
の
居
所
を
す
べ
て

｢院
｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
お

り
'
臣
下
の
別
荘
的
な
も
の
と
し
て
は
都
を
離
れ
た
水
辺
の
施
設
の
み
を
'
｢宇
治
の
院
｣
の
よ
う
に
地
名
を
冠
し
た
名
で
呼
ん
で
い
た
の

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
『源
氏
物
語
』
で
主
人
公
光
源
氏
の
住
い
と
言
え
る
邸
宅
は
､
す
べ
て

｢院
｣
と
名
の
つ
く
も
の
で
あ
る
｡
光
源

氏
の
住
ま
い
に
つ
い
て
は
､
玉
上
琢
弥
氏
の

｢源
氏
物
語
の
六
条
院
｣
な
ど
の
研
究
に
詳
し
い
｡
言

)

光
源
氏
の
最
初
の
住
ま
い
は

｢二
条

の
院
｣
と
呼
ば
れ
る
邸
宅
で
あ
る
が
､
こ
こ
は
始
め
母
御
息
所
と
そ
の
母
で
あ
る
故
按
察
使
大
納
言
北
の
方

(光
源
氏
の
祖
母
)
の
邸
宅
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で
あ
っ
た
が
､
祖
母
の
死
後
で
あ
る

｢夕
顔
｣
･
｢若
紫
｣
巻
で
そ
れ
ま
で
呼
ば
れ
た
こ
と
の
な
い

｢二
条
の
院
｣
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
出

す
｡
こ
れ
に
つ
い
て
'
玉
上
氏
は
次
の
よ
う
な
推
定
を
し
て
い
る
｡

皇
室
御
領
と
な
っ
た
時

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
､
わ
れ
ら
は
考
え
る
が
､
若
宮
に
遺
贈
さ
れ
た
と
き
皇
室
御
領
と
し
て

二
条
院
と
称
さ
れ
た
の
か
､
早
く
皇
室
御
領
と
し
て
二
条
院
と
称
さ
れ
た
邸
に
､
こ
の
人
た
ち
が
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
｡
そ
れ

は
判
然
と
し
な
い
が

(以
下
省
略
)

『
源
氏
物
語
』
で
は
'
若
宮

(後
の
光
源
氏
)
が
祖
母
の
も
と
に
い
る
と
き
に
は
､
こ
の
邸
宅
は
特
に
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
な
い
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I/I
I
め

｢桐
壷
｣
巻
の
最
後
に
､
こ
の
邸
宅
の
そ
の
後
が
語
ら
れ
て
い
る
o

里
の
殿
は
､
修
理
職
､
内
匠
寮
に
宣
旨
下
り
て
'
二
な
う
改
め
遣
ら
せ
た
ま
ふ
｡
(桐
壷

1
-

一
二
六
頁
)

そ
し
て
こ
の
後
の
邸
宅
の
呼
び
名
が

｢二
条
院
｣
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
始
め
か
ら
こ
こ
が

｢院
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
く

て
､
皇
室
の
費
用
で
改
修
さ
れ
た
と
き
に
､
す
で
に
皇
室
御
領
と
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
伝
領
の
関
係
か
ら

い
っ
て
も
､
祖
母
故
按
察
使
大
納
言
北
の
方
の
死
後
に
光
源
氏
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
､
実
質
的
な
伝
領
者
は
父
帝
で
あ
っ
た
か
ら
皇
室

御
領
と
見
な
さ
れ
た
､
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
｡
と
も
あ
れ
､
帝
の
命
で
改
修
さ
れ
た
こ
の
邸
宅
が

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
｡

光
源
氏
に
と
っ
て
の
次
の
邸
宅
は

(二
条
の
)
｢東
の
院
｣
で
あ
る
O
｢樗
壕
｣
巻
で

｢二
条
院
｣
が
手
狭
な
た
め
に
設
け
ら
れ
た
邸
宅

で
あ
る
が
､
こ
れ
は
も
と
も
と
父
院
か
ら
伝
領
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

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

ど
､
思
し
あ
て
て
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
o
(滞
棲

2
-
二
七
四
頁
)

こ
こ
で
は
も
と
も
と
院
の
所
領
で
あ
っ
た
時
に

｢宮
｣
と
呼
ば
れ
た
邸
宅
が
､
光
源
氏
の
改
修
を
経
て

｢院
｣
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
｡
こ
れ
は
､
二
条
院
を
本
邸
と
し
､
そ
の
す
ぐ
東
に
あ
る
第
二
の
､
し
か
し
規
模
は
よ
り
大
き
い
邸
宅
と
い
う
こ
と
で
､



二
条
院
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
､
や
は
り

｢院
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡
｢院
｣
と
呼
ぶ
理
由

は
二
条
院
ほ
ど
分
明
で
は
な
い
が
､
も
と
上
皇

(院
)
の
所
領
で
あ
っ
た
も
の
を
伝
領
し
た
こ
と
と
も
併
せ
て
､
｢院
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
｡

し
か
し
､
第
三
の
邸
宅
で
あ
る
六
条
院
に
は
､
そ
れ
が

｢院
｣
で
あ
る
べ
き
理
由
は
明
確
に
語
ら
れ
て
い
な
い
｡

大
殿
､
静
か
な
る
御
駐
ま
ひ
を
､
同
じ
く
は
広
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
､
こ
こ
か
し
こ
に
て
お
ぼ
つ
か
な
き
山
里
人
な
ど
を
も
､
集

へ

住
ま
せ
ん
の
御
心
に
て
､
六
条
京
極
の
わ
た
り
に
'
中
宮
の
御
旧
き
宮
の
ほ
と
り
を
'
四
町
を
占
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
｡

(少
女

3
-
七
〇
頁
)

続
い
て
､
こ
の
邸
宅
で
開
催
予
定
の
行
事
と
そ
の
準
備
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
後
で
'
｢八
月
に
ぞ
､
六
条
院
造
り
は
て
て
渡
り
た
ま
ふ
｣
と

完
成

･
移
渡
の
.こ
と
が
見
え
る
｡

こ
の
邸
宅
の
由
緒
と
い
え
ば

｢中
宮
の
御
旧
き
宮
｣
だ
が
､
そ
れ
は
引
越
し
の
時
の
各
人
の
住
ま
い
分
け
で

｢未
申
の
町
は
中
宮
の
御

旧
宮
｣
と
あ
る
よ
う
に
全
体
の
四
分
の
一
で
あ
っ
て
､
そ
の
ほ
か
は
光
源
氏
が
新
た
に
求
め
た
も
の
と
な
ろ
う
｡
ま
た
､
改
修
の
費
用
も

特
に
記
さ
れ
な
い
以
上
は
光
源
氏
か
ら
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
時
太
政
大
臣
で
あ
る
彼
の
私
事
と
し
て
こ
の
改
修
の
こ
と
を
見
る

べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
も
と
も
と
す
べ
て
が
皇
室
の
所
領
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
改
修
の
経
費
も
皇
室
が
負
担
し
て
い
な
い
こ
の
邸
宅
を
､

｢院
｣
と
呼
ぶ
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
｢中
宮
の
御
旧
き
宮
｣
が
'
内
親
王
待
遇
で
斎
宮
で
も
あ
っ
た
中
宮

｢秋
好
む
官
｣
の
所
領
で
あ

っ
た
こ
と
を
も
っ
て
､
ま
た
そ
れ
が
光
源
氏
の
父
で
あ
る
院
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
保
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
､
｢院
｣
と
呼
ぶ
資
格
に
替
え
る

の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
､
｢六
条
院
の
本
来
の
所
有
者
は
誰
か
｣
と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
り
､
お
そ
ら
く
は

｢構
想
論
｣
と
も
か
か
わ
る

問
題
か
も
し
れ
な
い
｡

物
語
内
部
か
ら
こ
の
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
場
合
に
は
､
あ
ら
た
め
て
古
注
の
示
し
た

(準
拠
)
に
つ
い
て
､
再
考
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
､
ま
た
最
も
単
純
に
は
物
語
の
主
人
公
の
住
む
理
想
的
邸
宅
を

｢院
｣
と
し
た
の
だ
､
と
い
う
考
え
も
あ
ろ

う
｡
し
か
し
､
『
源
氏
物
語
』
が

『
う
つ
ほ
物
語
』
を
承
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
'
『
-
つ
ほ
物
語
』
の

｢院
｣
と
呼
ば
れ
た
邸
宅

の
在
り
方
が
時
代
的
な
規
範
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
『
源
氏
物
語
』
も
､
同
時
代
の
規
範
か
ら
自
由
で
は

な
い
し
､
特
に
身
分
制
度
に
か
か
わ
る
邸
宅
な
ど
に
関
し
て
は
時
代
の
風
潮
か
ら
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
同
時
代
の
貴
族
の

生
活
感
情
を
じ
か
に
知
る
資
料
､
例
え
ば
公
卿
日
記
な
ど
の
調
査
が
不
足
し
た
た
め
､
こ
の
当
時
の

｢院
｣
の
意
味
が
ど
れ
ほ
ど
の
広
が

り
を
持
つ
の
か
'
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
｡

し
か
し
､
二
条
院

･
東
院
か
ら
六
条
院

へ
と
光
源
氏
の
邸
宅
を
見
て
い
く
と
､
は
じ
め
父
帝
の
庇
護
の
下
に
邸
宅
=

｢院
｣
を
与
え
ら

れ
て
い
た
彼
が
､
権
力
の
中
枢
に
近
付
く
に
つ
れ
自
前
で

｢院
｣
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
経
緯
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ

に
従
い
､
｢院
｣
も
公
的
性
格
を
変
質
さ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
o
つ
ま
り
､
二
条
院
は
公
的
な
成
り
立
ち
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
'
東
院

は
そ
れ
が
暖
味
に
な
り
､
六
条
院
は

｢院
｣
で
あ
る
理
由
を
不
問
に
す
る
､
こ
の
よ
う
な
成
り
行
き
が
そ
も
そ
も

『
源
氏
物
語
』
の
企
み

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
､
ま
だ

｢準
太
上
天
皇
｣
以
前
の
光
源
氏
を
､
そ
の
邸
宅
が

｢六
条
院
｣
で
あ
り
､
し
か

も
そ
の
内
容
が
内
裏
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
で
､
実
質
的
な

｢院
｣
(上
皇
)
の
印
象
を
与
え
る
と
い
う
効
果
を

持
つ
も
の
だ
っ
た
｡

『う
つ
ほ
物
語
』
は
､
内
裏
の
外
に
別
の
理
想
空
間
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
物
語
と
い
え
る
｡
『
源
氏
物
語
』
は
そ
れ
を
承
け
な
が
ら
､

更
に
現
実
的
な
理
想
空
間
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
邸
宅
の
名
に
特
に

『
源
氏
物
語
』
で
は

｢院
｣
が
使
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
､
こ
の
論
考
で

一
部
で
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
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(1
)

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
'
室
城
秀
之
校
注

｢う
つ
ほ
物
語
｣
(お
う
ふ
う
)
に
よ
-
引
用
し
､
頁
を
示
し
た
｡
他
の
作
品
の

引
用
は
以
下
に
示
す
も
の
で
あ
る
｡

『
大
和
物
語
』
-

阿
部
俊
子
校
注

｢校
注
古
典
叢
書
｣
(明
治
書
院
)

『
凌
雲
集
』
-

小
島
憲
之
著

『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

･
中

(中
)』
(塙
書
房
)

『
源
氏
物
語
』
-

阿
部
秋
生

･
秋
山
虚

･
今
井
源
衛
校
注

｢日
本
古
典
文
学
全
集
｣
(小
学
館
)
(巻
と
頁
も
示
し
た
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

『
宇
津
保
物
語

本
文
と
索
引
』
索
引
篇

宇
津
保
物
語
研
究
会
席

(笠
間
書
院
)

｢三
条
の
院
｣
と
い
う
呼
び
方
の
ほ
か
に
､
宰
相
源
実
忠
が

一
時
疎
遠
と
な
っ
て
い
た
妻
に
向
か
い
､
｢こ
の
西
の
院
｣
と
正
頼

邸
を
呼
ぶ
箇
所
が
あ
る

(七
三
八
頁
)0

目
崎
徳
衛

｢宇
多
上
皇
の
院
と
国
政
｣
(『
延
喜
天
暦
年
代
の
研
究
』
昭
和
四
四
年

所
収
)
後
に

｢宇
多
上
皇
御
所
｣
と
題
し

て

『
平
安
京
の
邸
第
』
(腰
谷
寿

･
加
納
重
文

･
高
橋
康
夫
編

昭
和
六
二
年
)
に
収
め
る
Q

橋
本
義
彦

｢後
院
に
つ
い
て
｣
(『平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』

昭
和
五

一
年

所
収
)

田
坂
憲
二

｢源
氏
物
語
の

『桂
の
院
』
に
.つ
い
て
｣
(『
中
古
文
学
』
二
二
号

昭
和
五
三
年
九
月
)

小
島
憲
之

『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学

･
中

(中
)』

昭
和
五
四
年

玉
上
琢
弥

｢六
条
院
推
定
復
原
図
井
考
証
｣
(『
大
谷
女
子
大
国
文
』

一
四
号

昭
和
六
〇
年
)
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