
斎
宮
群
行
一
日
目
の
行
程
を
歩
く
―
―
六
条
御
息
所
の
逢
坂
山
越
え

井
野

葉
子

は
じ
め
に

二
〇
一
九
年
三
月
九
日
、
斎
宮
群
行
一
日
目
の
行
程
の
現
地
踏
査
を
行
っ
た
。

斎
宮
は
五
泊
六
日
の
日
程
で
都
か
ら
伊
勢
の
斎
宮
ま
で
下
る
。
そ
の
一
日
目
の

行
程
、
す
な
わ
ち
御
櫛
の
儀
が
行
わ
れ
る
大
極
殿
（
八
省
院
の
正
殿
）
を
出
発

し
、
逢
坂
の
関
を
越
え
て
打
出
浜
あ
た
り
を
通
っ
て
、
勢
多
頓
宮
の
あ
っ
た
近

江
国
府
ま
で
、
そ
の
全
行
程
を
歩
い
て
み
よ
う
と
い
う
企
画
で
あ
る
。
そ
の
距

離
た
る
や
二
十
七
キ
ロ
余
り
、
は
た
し
て
歩
け
る
の
か
自
信
が
な
か
っ
た
が
、

参
加
者
全
員
が
遅
れ
る
こ
と
な
く
完
歩
で
き
、
斎
宮
群
行
の
行
程
の
距
離
感
や

ス
ピ
ー
ド
感
を
体
感
し
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
逢
坂
山
越
え
の
場

面
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
い
な
る
収
穫
で
あ
っ
た
。
二
十
七

キ
ロ
を
一
日
で
歩
き
抜
く
と
い
う
無
鉄
砲
な
こ
の
企
画
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ

た
の
は
、
平
安
文
学
の
研
究
仲
間
の
池
田
大
輔
さ
ん
、
大
井
田
晴
彦
さ
ん
、
亀

田
夕
佳
さ
ん
、
藤
井
華
子
さ
ん
、
松
浦
あ
ゆ
み
さ
ん
、
村
口
進
介
さ
ん
、
本
学

大
学
院
生
の
蕗
谷
雄
輝
さ
ん
と
岡
元
文
音
さ
ん
で
あ
る
。
私
も
含
め
て
総
勢
九

名
の
長
い
道
の
り
の
記
録
を
こ
こ
に
い
さ
さ
か
残
し
て
お
き
た
い
。

一
『
源
氏
物
語
』
と
『
春
記
』
の
記
事

『
源
氏
物
語
』
の
賢
木
巻
、
六
条
御
息
所
が
娘
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
へ
下
向

す
る
場
面
が
あ
る
。
大
極
殿
に
お
け
る
御
櫛
の
儀
式
か
ら
始
ま
り
、
八
省
院
を

出
発
し
た
一
行
が
光
源
氏
の
邸
宅
二
条
院
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
逢
坂
の
関
を
越

え
て
去
っ
て
い
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

心
に
く
く
よ
し
あ
る
御
け
は
ひ
な
れ
ば
、
物
見
車
多
か
る
日
な
り
。
申

の
刻
に
、
内
裏
に
参
り
た
ま
ふ
。
御
息
所
、
御
輿
に
乗
り
た
ま
へ
る
に
つ

け
て
も
、
父
大
臣
の
限
り
な
き
筋
に
思
し
心
ざ
し
て
い
つ
き
た
て
ま
つ
り

た
ま
ひ
し
あ
り
さ
ま
変
り
て
、
末
の
世
に
内
裏
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
も
の

の
み
尽
き
せ
ず
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
…
…
斎
宮
は
十
四
に
ぞ
な
り
た
ま
ひ
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け
る
。
い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
さ
ま
を
、
う
る
は
し
う
し
た
て
た
て

ま
つ
り
た
ま
へ
る
ぞ
、
い
と
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
を
、
帝
御
心
動

き
て
、
別
れ
の
櫛
奉
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
と
あ
は
れ
に
て
し
ほ
た
れ
さ
せ

た
ま
ひ
ぬ
。
出
で
た
ま
ふ
を
待
ち
た
て
ま
つ
る
と
て
、
八
省
に
立
て
つ
づ

け
た
る
出
車
ど
も
の
袖
口
、
色
あ
ひ
も
、
目
馴
れ
ぬ
さ
ま
に
心
に
く
き
け

し
き
な
れ
ば
、
殿
上
人
ど
も
も
、
私
の
別
れ
惜
し
む
多
か
り
。
暗
う
出
で

た
ま
ひ
て
、
二
条
よ
り
洞
院
の
大
路
を
折
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
二
条
院
の
前

な
れ
ば
、
大
将
の
君
い
と
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
、
榊
に
さ
し
て
、

ふ
り
す
て
て
今
日
は
行
く
と
も
鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
袖
は
ぬ
れ
じ

や

と
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
暗
う
も
の
騒
が
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
ま
た

の
日
、
関
の
あ
な
た
よ
り
ぞ
御
返
り
あ
る
。

鈴
鹿
川
八
十
瀬
の
波
に
ぬ
れ
ぬ
れ
ず
伊
勢
ま
で
誰
か
思
ひ
お
こ
せ
む

こ
と
そ
ぎ
て
書
き
た
ま
へ
る
し
も
、
御
手
い
と
よ
し
よ
し
し
く
な
ま
め
き

た
る
に
、
あ
は
れ
な
る
け
を
す
こ
し
添
へ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
と
思
す
。

霧
い
た
う
降
り
て
、
た
だ
な
ら
ぬ
朝
ぼ
ら
け
に
、
う
ち
な
が
め
て
独
り
ご

ち
お
は
す
。

行
く
方
を
な
が
め
も
や
ら
む
こ
の
秋
は
逢
坂
山
を
霧
な
へ
だ
て
そ

（
賢
木
巻
九
三
〜
九
五
頁
）

六
条
御
息
所
が
内
裏
に
参
上
し
た
の
が
「
申
の
刻
」（
午
後
四
時
頃
）。
大
極

殿
に
お
い
て
朱
雀
帝
が
斎
宮
の
髪
に
別
れ
の
櫛
を
挿
す
儀
式
が
行
わ
れ
た
時
刻

は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
儀
式
が
終
わ
っ
て
斎
宮
が
大
極
殿
か
ら
出
て
く
る
の
を
、

い
だ
し
ぎ
ぬ

同
行
す
る
何
台
も
の
女
房
車
が
美
し
く
出
衣
を
し
て
八
省
院
に
待
機
し
て
い

る
。
斎
宮
一
行
が
八
省
院
を
出
発
し
た
の
は
、「
暗
う
出
で
た
ま
ひ
て
」
と
あ

る
よ
う
に
、
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。「
二
条
よ
り
洞
院
の
大

路
を
折
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
二
条
院
の
前
な
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
一
行
は
二
条

大
路
を
東
へ
進
み
、
洞
院
大
路
を
右
折
し
て
南
下
す
る
。
こ
の「
洞
院
の
大
路
」

が
西
洞
院
大
路
を
指
す
の
か
東
洞
院
大
路
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
二
条

大
路
か
ら
右
折
し
て
洞
院
大
路
に
入
る
、
そ
の
角
の
あ
た
り
に
光
源
氏
邸
の
二

条
院
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
光
源
氏
は
万
感
の
思
い
で
六
条
御

息
所
に
歌
を
贈
る
。
し
か
し
、「
い
と
暗
う
も
の
騒
が
し
き
ほ
ど
な
れ
ば
」
と

あ
る
よ
う
に
、
と
て
も
暗
く
、
取
り
込
ん
で
い
る
時
な
の
で
、
お
返
事
は
「
ま

た
の
日
」（
翌
日
）、「
関
の
あ
な
た
」（
逢
坂
の
関
の
向
こ
う
）
か
ら
に
な
っ
た
。

内
裏
に
参
上
し
た
の
が
午
後
四
時
頃
で
、
そ
の
後
の
儀
式
が
あ
っ
て
か
ら
の
出

発
で
、
ま
た
内
裏
か
ら
二
条
院
ま
で
の
道
の
り
も
あ
る
の
で
、
二
条
院
の
前
を

通
り
か
か
っ
た
の
は
、
夜
の
真
っ
暗
な
時
間
帯
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
六
条

御
息
所
は
、
内
裏
に
参
上
す
る
時
に
乗
っ
て
い
た
御
輿
で
そ
の
ま
ま
出
発
し
た

の
か
、
そ
れ
と
も
牛
車
に
乗
り
換
え
て
出
発
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
御
輿
や
牛
車
に
乗
っ
て
移
動
し
て
い
る
最
中
に
手
紙
の
返
事
を
書

く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
乗
り
物
か
ら
降
り
て
返
事
を
書
く
こ
と
が
で

き
る
状
況
に
な
る
の
は
、
途
中
で
休
憩
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
休
憩

所
か
ら
か
、
あ
る
い
は
一
泊
目
の
宿
泊
地
の
勢
多
頓
宮
に
着
い
て
か
ら
か
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
御
返
事
が
翌
日
に
な
り
、
逢
坂
の
関
の
向
こ
う
か
ら
来
る
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の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
関
の
あ
な
た
」
と
は
ど
の
辺
り
だ
ろ
う
か
。
逢
坂
の
関
を

越
え
て
下
る
坂
の
あ
た
り
か
、
湖
畔
に
出
て
か
ら
か
、
あ
る
い
は
宿
泊
地
の
勢

多
頓
宮
か
ら
か
。
歌
を
贈
ら
れ
た
ら
す
ぐ
返
歌
す
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る

中
で
、
ど
こ
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
経
っ
て
か
ら
返
歌
を
し
た
の
か
は
、
六

条
御
息
所
の
光
源
氏
に
対
す
る
思
い
の
有
り
様
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

出
来
う
る
限
り
早
く
返
歌
を
し
た
の
な
ら
ば
、
光
源
氏
に
一
刻
も
早
く
思
い
を

届
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
物
語
る
。
す
ぐ
に
返
事
を
出
さ
ず
に
わ
ざ
と
遠
く

に
行
っ
て
か
ら
返
歌
を
し
た
の
な
ら
ば
、
光
源
氏
へ
の
気
持
ち
を
整
理
す
る
た

め
に
物
理
的
な
距
離
と
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ま
た
の
日
」

と
は
遅
い
の
か
早
い
の
か
。「
関
の
あ
な
た
」
と
は
ど
の
辺
り
か
。
実
際
に
こ

の
行
程
を
歩
い
て
み
れ
ば
、
何
か
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

ど
こ
を
ど
う
歩
こ
う
か
。
平
安
地
理
に
明
る
く
な
い
私
が
右
往
左
往
し
て
い

る
と
、
多
く
の
方
々
が
救
い
の
御
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
っ
た
。

ま
ず
は
、
飯
塚
ひ
ろ
み
さ
ん
が
田
中
本
『
春
記
』
の
長
暦
二
年
九
月
の
斎
宮

群
行
の
記
事
を
御
教
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。『
春
記
』
と
は
、
藤
原
資
房
（『
小

右
記
』
を
書
い
た
藤
原
実
資
の
養
子
の
資
平
の
息
子
）
の
日
記
で
あ
る
。
長
暦

二
年
（
一
〇
三
八
）
九
月
、
後
朱
雀
天
皇
の
皇
女
、
良
子
内
親
王
が
斎
宮
と
し

て
伊
勢
に
下
る
時
に
、
資
房
は
斎
宮
勅
別
当
と
し
て
斎
宮
群
行
に
同
行
し
、
そ

の
時
の
旅
の
様
子
を
日
記
に
克
明
に
記
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
斎

宮
群
行
の
旅
の
記
事
と
し
て
は
こ
の
『
春
記
』
が
最
も
詳
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
事
の
解
読
は
困
難
を
極
め
た
が
、
村
口
さ
ん
の
御
助
言
や
所
京
子
氏
の

御
（
１
）

論
文
に
よ
っ
て
、
何
と
か
大
雑
把
に
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
九
月
二
十
三
日
、
良
子
内
親
王
が
八
省
院
で
の
儀
式
を
終
え
て

伊
勢
に
向
け
て
出
発
し
、
白
川
で
御
禊
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
資
房
が

白
川
へ
馳
せ
参
じ
た
の
は
「
亥
時
」
ば
か
り
（
午
後
十
時
頃
）
で
、
既
に
御
禊

は
終
わ
っ
て
い
た
と
言
う
。
続
く
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

亥
三
刻
許
、
御
輿
立
御
白
河
畢
、
於
山
科
辺
微
雨
、
…
…
翌
日
寅
時
許
着

御
勢
多
頓
宮
、
□
□
□
□
事
□
□
人
々
皆
有
宿
所
也

こ
れ
に
よ
る
と
、「
亥
三
刻
ば
か
り
」
に
斎
宮
の
御
輿
は
白
川
を
出
発
し
終

え
、
山
科
の
辺
り
で
小
雨
が
降
り
、
翌
日
の
「
寅
時
ば
か
り
」
に
勢
多
頓
宮
に

到
着
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
川
を
出
発
し
た
「
亥
三
刻
」
を
夜
十
一
時

半
と
す
る
な
ら
ば
、
勢
多
頓
宮
に
到
着
し
た
「
寅
時
」
は
朝
四
時
、
白
川
か
ら

勢
多
頓
宮
ま
で
四
時
間
半
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
白
川
の
御
禊
所
の
具
体
的
な

場
所
は
今
と
な
っ
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
岡
崎
の
白
川
の
流
れ
の
あ
る
辺
り
か
。

勢
多
頓
宮
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
斎
宮
寮
式
』
に
、「
凡
頓
宮
者
、
近
江
国
府
、

甲
賀
、
垂
水
、
伊
勢
国
鈴
鹿
、
壱
志
、
総
五
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
江
国

府
内
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
村
口
さ
ん
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、『
西
宮
記
』（
斎
宮
群
行
）に
も「
次

於
白
河
有
禊
、
会
坂
楽
、
打
出
浜
楽
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
白
川
で
の
御
禊

は
良
子
内
親
王
だ
け
が
特
別
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
通
常
の
斎
宮
群
行
の
行

事
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
近
江
国
府
へ
向
か
う
途
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中
の
「
会
坂
」
す
な
わ
ち
逢
坂
で
「
楽
」（
音
楽
の
演
奏
な
ど
）
が
行
わ
れ
、

さ
ら
に
進
ん
で
琵
琶
湖
畔
の
「
打
出
浜
」
で
も
「
楽
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

良
子
内
親
王
の
一
行
が
八
省
院
を
何
時
頃
に
出
発
し
た
の
か
は
不
明
な
の
で
、

結
局
、
斎
宮
群
行
一
日
目
の
行
程
の
八
省
院
か
ら
近
江
国
府
ま
で
ど
の
く
ら
い

時
間
が
か
か
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
白
川
か
ら
近
江
国
府
ま

で
四
時
間
半
」
と
い
う
記
録
が
、
私
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。『
春
記
』
に
よ
れ

ば
、
斎
宮
は
御
輿
、
女
房
た
ち
は
五
台
の
網
代
車
に
乗
っ
て
い
る
。
人
が
担
ぐ

御
輿
や
牛
が
引
く
網
代
車
の
一
行
は
ど
の
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
進
む
の
だ
ろ

う
か
。
速
い
の
か
遅
い
の
か
。
興
味
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
い
て
き
た
。
き
ち
ん
と

時
間
を
計
り
な
が
ら
、
八
省
院
跡
か
ら
近
江
国
府
跡
ま
で
の
斎
宮
群
行
の
一
日

目
の
行
程
を
全
て
歩
き
、
そ
の
道
の
り
や
ス
ピ
ー
ド
感
を
体
感
し
た
い
と
思
っ

た
。

二

ル
ー
ト
を
決
め
る

さ
て
、
ル
ー
ト
を
決
め
る
。
八
省
院
を
出
て
か
ら
二
条
大
路
ま
で
の
ル
ー
ト

に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』の
本
文
は
一
切
語
っ
て
い
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』

の
注
釈
書
で
あ
る
『
花
鳥
余
情
』
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

斎
王
乗
輿
出
昭
訓
門
至
八
省
東
路
南
行
至
郁
芳
門
路
東
折
至
美
福
門
南
行

即
出
東
掖
門
経
二
条
大
路
東
行
至
京
極

書
き
下
す
と
「
斎
王
、
輿
に
乗
り
、
昭
訓
門
を
出
で
て
、
八
省
東
路
に
至
り

て
南
行
し
、
郁
芳
門
路
に
至
り
て
東
に
折
れ
、
美
福
門
に
至
り
て
南
行
し
、
即

ち
東
掖
門
を
出
で
て
、
二
条
大
路
を
経
て
東
行
し
、
京
極
に
至
る
」
と
な
ろ
う

か
。『

花
鳥
余
情
』
の
説
に
従
っ
て
歩
く
の
も
面
白
い
と
思
っ
た
が
、
八
省
院
の

東
側
の
あ
た
り
は
平
安
時
代
の
道
が
残
っ
て
い
な
い
。
諦
め
る
か
。
そ
ん
な
時
、

助
け
舟
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
松
浦
さ
ん
で
あ
る
。
松
浦
さ
ん
は
、『
平

安
京
提
要
』（
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）

の
付
録
「
平
安
京
大
内
裏
（
平
安
京
）
復
元
図
」
に
基
づ
い
て
、
平
安
時
代
に

近
い
ル
ー
ト
を
提
案
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
「
平
安
京
大
内
裏
（
平
安
京
）

復
元
図
」
は
、
現
在
の
地
図
と
平
安
京
の
地
図
と
が
重
ね
て
あ
っ
て
、
か
な
り

詳
細
な
部
分
ま
で
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
、
松
浦
さ
ん
御
提

案
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。

内
野
児
童
公
園
内
の
大
極
殿
跡
の
石
碑
か
ら
出
発
す
る
が
、
実
際
の
大
極
殿

は
石
碑
よ
り
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
の
千
本
丸
太
町
の
北
西
角
の
北
側
あ
た
り

か
ら
交
差
点
の
北
側
の
横
断
歩
道
の
あ
た
り
に
か
け
て
な
の
で
、
そ
の
こ
と
を

意
識
し
な
が
ら
、
交
差
点
の
北
側
の
横
断
歩
道
を
西
か
ら
東
へ
渡
る
。
千
本
丸

太
町
北
東
角
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
の
あ
た
り
が
昭
訓
門
の
位
置
な
の
で

そ
こ
ま
で
行
き
、
し
か
し
、
道
路
を
渡
る
た
め
に
一
旦
交
差
点
に
引
き
返
し
て

交
差
点
東
側
を
北
か
ら
南
に
渡
り
、
丸
太
町
通
り
南
側
を
東
へ
進
む
。
一
筋
目

で
右
折
し
て
土
屋
町
通
り
を
南
下
す
る
。
こ
の
土
屋
町
通
り
は
八
省
東
路
と
ほ
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ぼ
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
。
郁
芳
門
路
に
当
た
る
も
の
が
現
在
は
な
い
の
で
、

郁
芳
門
路
よ
り
二
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
に
あ
る
小
路
を
代
替
ル
ー
ト
と
し
て

使
う
こ
と
と
し
、
土
屋
町
通
り
を
南
下
し
て
左
手
の
児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
角

を
左
折
す
る
。
東
へ
進
む
と
二
条
児
童
公
園
に
突
き
当
た
り
、
そ
こ
を
右
折
し

て
美
福
通
り
を
南
下
す
る
。
現
在
の
美
福
通
り
は
古
代
の
美
福
門
路
よ
り
五
十

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西
に
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
仕
方
な
い
。
そ
し
て
、
美
福

門
が
あ
っ
た
場
所
か
ら
二
条
大
路
へ
入
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
秀
吉
が
二
条
城

を
作
っ
て
二
条
大
路
を
分
断
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
二
条
城
の
南
側
を
回
っ

て
東
側
の
堀
川
通
り
を
北
上
し
、
一
つ
目
の
信
号
を
右
折
し
て
、
二
条
通
り
に

入
る
。
こ
れ
で
二
条
通
り
に
入
る
ま
で
の
ル
ー
ト
は
決
ま
（
２
）

っ
た
。

次
に
、
二
条
通
り
か
ら
三
条
大
橋
ま
で
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物

語
』
の
場
面
に
従
っ
て
歩
い
て
み
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』

の
賢
木
巻
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
一
行
は
二
条
大
路
を
東
に
行
き
、
洞
院
大
路
を

右
折
し
て
南
下
す
る
、
そ
の
右
折
す
る
あ
た
り
に
光
源
氏
の
二
条
院
が
あ
る
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
洞
院
の
大
路
」
に
つ
い
て
は
、
西
洞
院
大
路
か
東
洞

院
大
路
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
私
達
は
二
条
通
り
を
東
へ
行
き
、
西
洞
院
通
り

と
交
差
す
る
と
こ
ろ
を
二
条
院
の
候
補
地
�
と
し
て
確
認
し
た
後
、
さ
ら
に
二

条
通
り
を
東
に
進
ん
で
東
洞
院
通
り
と
交
差
す
る
と
こ
ろ
を
二
条
院
の
候
補
地

�
と
し
て
確
認
し
た
上
で
右
折
し
て
南
下
す
る
。
東
洞
院
通
り
を
南
下
し
て
三

条
通
り
に
着
い
た
ら
左
折
し
て
東
へ
進
み
、
三
条
大
橋
へ
至
る
。

次
に
、
三
条
大
橋
か
ら
逢
坂
山
を
越
え
て
京
町
一
丁
目
の
交
差
点
ま
で
の

ル
ー
ト
に
つ
い
て
。
以
下
は
、
加
納
重
文
先
生
の
御
（
３
）

論
文
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

一
年
前
に
私
が
一
人
で
逢
坂
越
え
を
し
た
時
の
ル
ー
ト
に
少
し
修
正
を
加
え
、

今
回
の
現
地
踏
査
用
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
条
大
橋
を
経
て
道
な

り
に
蹴
上
駅
の
上
を
通
過
し
て
一
四
三
号
線
、
九
条
山
の
交
差
点
を
過
ぎ
て
京

都
東
山
老
年
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
へ
上
が
る
坂
の
入
り
口
を
左
に
見
て
か
ら
、
初
め

て
の
信
号
の
右
側
の
小
道
に
入
る
。
こ
れ
が
旧
東
海
道
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
一

四
三
号
線
を
離
れ
て
旧
東
海
道
を
ひ
た
す
ら
ま
っ
す
ぐ
行
き
、
再
び
一
四
三
号

線
に
合
流
し
て
、
電
車
の
高
架
を
く
ぐ
っ
た
と
こ
ろ
を
左
折
し
て
、
再
び
旧
東

海
道
に
入
る
。
山
科
駅
前
を
通
過
し
て
、
徳
林
庵
の
前
を
過
ぎ
、
し
ば
ら
く
進

む
と
一
号
線
の
高
架
に
突
き
当
た
る
。
左
折
し
て
少
し
進
む
と
歩
道
橋
が
出
て

く
る
の
で
、
そ
れ
を
渡
っ
て
一
号
線
を
横
切
っ
て
再
び
旧
東
海
道
に
戻
っ
て
直

進
す
る
。
そ
の
後
は
、
自
然
に
一
号
線
に
合
流
で
き
、
月
心
寺
の
「
走
井
」
を

の
ぞ
き
な
が
ら
通
過
し
て
、
歩
道
橋
を
渡
っ
て
昼
食
場
所
の
大
谷
茶
屋
に
到
着

す
る
。
そ
の
後
は
蝉
丸
神
社
、
逢
坂
山
関
址
、
関
蝉
丸
神
社
上
社
、
安
養
寺
、

関
蝉
丸
神
社
下
社
な
ど
の
前
を
通
過
し
、
長
安
寺
を
左
に
眺
め
、
京
町
一
丁
目

の
交
差
点
ま
で
行
く
。

次
に
、
京
町
一
丁
目
の
交
差
点
か
ら
近
江
国
府
跡
ま
で
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
。

こ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
文
献
に
当
た
っ
た
が
、
管
見
の
限
り
で
は

ど
の
書
物
に
も
言
及
が
な
い
。
現
在
「
打
出
浜
」
と
い
う
地
名
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
が
平
安
朝
の
「
打
出
浜
」
と
同
じ
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
ら
し
い
。
湖

畔
近
く
の
水
際
は
お
そ
ら
く
地
形
も
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
達

は
、
京
町
一
丁
目
以
降
は
旧
東
海
道
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
逢
坂
山
を
下
っ
て

そ
の
ま
ま
直
進
す
れ
ば
湖
で
あ
る
が
、
京
町
一
丁
目
の
交
差
点
を
右
折
し
て
、
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旧
東
海
道
に
入
る
。
大
津
宿
な
ど
を
通
過
し
て
、
左
折
し
た
り
右
折
し
た
り
し

な
が
ら
旧
東
海
道
を
進
み
、
瀬
田
の
唐
橋
を
渡
っ
て
、
近
江
国
府
跡
に
到
着
。

こ
の
旧
東
海
道
に
つ
い
て
は
、
亀
田
さ
ん
が
『
ホ
ン
ト
に
歩
く
東
海
道

第
一

五
集
』（
風
人
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
御
教
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

三

現
地
踏
査
の
当
日
の
記
録

当
日
、
午
前
九
時
に
二
条
駅
東
口
に
集
合
し
た
。
亀
田
さ
ん
の
呼
び
か
け
の

御
蔭
で
参
加
者
は
予
想
を
上
回
る
九
名
と
な
っ
た
。
参
加
者
の
中
に
京
都
在
住

の
方
々
が
大
勢
い
た
こ
と
は
心
強
か
っ
た
。
以
下
は
、
何
時
に
ど
こ
で
何
を
し

て
い
た
か
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
時
一
〇
分

二
条
駅
東
口
を
出
発
し
、
千
本
通
り
を
北
上
。

九
時
一
七
分

朱
雀
門
跡
の
石
碑
を
通
過
。

九
時
二
五
分

朝
堂
院
跡
（
八
省
院
跡
）
に
到
着
。

九
時
三
五
分

大
極
殿
跡
を
出
発
。

九
時
四
九
分

神
泉
苑
西
端
線
の
石
碑
を
通
過
。

十
時
〇
〇
分

二
条
通
り
に
入
る
。

十
時
〇
五
分

西
洞
院
通
り
を
突
っ
切
る
。
二
条
院
の
候
補
地
�
を
確
認
。

十
時
一
五
分

右
折
し
て
東
洞
院
通
り
に
入
る
。
二
条
院
の
候
補
地
�
を
確
認
。

十
時
二
三
分

三
条
通
り
に
入
る
。

十
時
三
六
分

三
条
大
橋
を
渡
る
。

十
時
五
一
分

白
川
橋
に
着
く
。

十
時
五
三
分

白
川
を
右
に
見
て
北
上
。
祇
園
饅
頭
工
場
で
名
物
「
志
ん
こ
」

を
買
う
。
こ
こ
よ
り
北
上
し
て
仁
王
門
通
り
に
突
き
当
た
っ
た

ら
東
へ
。

十
一
時
一
五
分

琵
琶
湖
疏
水
記
念
館
で
ト
イ
レ
休
憩
、「
志
ん
こ
」
を
食
べ

る
。

十
一
時
二
七
分

出
発
。
蹴
上
駅
の
方
向
へ
、
一
四
三
号
線
を
南
下
。

十
一
時
四
六
分

粟
田
口
刑
場
跡
を
通
過
。

十
一
時
五
二
分

旧
東
海
道
に
入
る
。

十
二
時
一
三
分

天
智
天
皇
の
日
時
計
を
見
る
。

十
二
時
三
六
分

山
科
地
蔵
の
あ
る
徳
林
庵
を
通
過
。

十
二
時
四
七
分

左
に
「
三
井
寺
観
音
道
、
小
関
越
」
の
石
碑
を
見
る
。

十
二
時
四
九
分

東
海
道
の
車
石
の
展
示
を
通
過
し
て
、
国
道
一
号
線
を
歩
道

橋
で
越
え
る
。

十
二
時
五
八
分

井
筒
八
ッ
橋
本
舗
で
和
菓
子
と
お
茶
を
い
た
だ
く
。

十
三
時
二
五
分

出
発
。

十
三
時
五
六
分

大
谷
茶
屋
に
到
着
。
昼
食
。

十
五
時
一
二
分

記
念
撮
影
し
て
出
発
。

十
五
時
一
三
分

蝉
丸
神
社
を
通
過
。

十
五
時
二
二
分

逢
坂
山
関
址
の
石
碑
を
通
過
。

十
五
時
二
八
分

関
蝉
丸
神
社
上
社
を
通
過
。

十
五
時
三
六
分

安
養
寺
を
通
過
。
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十
五
時
三
九
分

関
蝉
丸
神
社
下
社
を
通
過
。

十
五
時
四
二
分

長
安
寺
付
近
を
通
過
。

十
五
時
四
八
分

京
町
一
丁
目
の
交
差
点
を
右
折
。

十
六
時
一
六
分

O
h!M
e

大
津
テ
ラ
ス
と
い
う
大
型
店
で
ト
イ
レ
休
憩
。

十
七
時
四
三
分

瀬
田
の
唐
橋
を
渡
る
。

十
八
時
〇
七
分

近
江
国
府
跡
の
西
端
に
辿
り
着
く
。

十
八
時
一
六
分

近
江
国
府
跡
の
一
番
東
の
遺
跡
に
着
く
。
し
ば
し
休
む
。

十
九
時
二
五
分

バ
ス
と
電
車
を
乗
り
継
い
で
京
都
駅
着
。
そ
の
後
、
宴
会
。

ま
ず
は
、
二
条
駅
を
出
発
し
て
大
極
殿
跡
ま
で
向
か
っ
た
。
九
時
三
十
五
分
、

大
極
殿
を
出
発
、
先
述
し
た
松
浦
さ
ん
の
御
提
案
に
よ
る
ル
ー
ト
で
二
条
通
り

に
入
っ
た
。
二
条
通
り
を
東
に
進
み
、
西
洞
院
通
り
と
交
わ
る
所
を
二
条
院
の

候
補
地
�
と
し
て
確
認
し
た
後
、
さ
ら
に
東
に
進
ん
で
、
東
洞
院
通
り
と
交
わ

る
所
を
二
条
院
の
候
補
地
�
と
し
て
確
認
し
て
右
折
、
南
下
し
た
。
三
条
通
り

に
着
く
と
左
折
し
て
、
三
条
通
り
を
東
に
進
む
。

白
川
橋
の
あ
た
り
で
、
池
田
さ
ん
の
グ
ル
メ
情
報
に
よ
っ
て
私
達
は
予
定

ル
ー
ト
上
に
あ
っ
た
お
店
で
名
物
の
和
菓
子
「
志
ん
こ
」
を
買
い
求
め
た
。
そ

の
後
、
村
口
さ
ん
の
御
提
案
に
よ
っ
て
、
少
し
ル
ー
ト
を
変
更
し
た
。
白
川
を

右
に
見
て
北
上
し
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
に
突
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ
を
右
折

し
て
東
に
進
み
、
琵
琶
湖
疎
水
記
念
館
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

理
由
は
ト
イ
レ
休
憩
で
あ
る
。
一
年
前
に
私
一
人
で
二
条
大
橋
か
ら
石
山
寺
ま

で
の
逢
坂
越
え
を
歩
い
た
時
は
、
コ
ン
ビ
ニ
の
ト
イ
レ
で
事
足
り
た
。
し
か
し
、

今
回
は
九
名
も
い
る
。
コ
ン
ビ
ニ
の
一
つ
し
か
な
い
ト
イ
レ
を
九
名
で
使
っ
て

い
た
ら
三
十
分
以
上
か
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
琵
琶
湖
疎
水
記
念

館
は
、
ト
イ
レ
の
個
数
も
多
く
、
無
料
で
借
り
ら
れ
る
。
さ
す
が
地
元
の
方
の

ア
ド
バ
イ
ス
は
違
う
。
東
京
住
ま
い
の
私
に
は
到
底
思
い
つ
き
も
し
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
琵
琶
湖
疎
水
記
念
館
の
あ
た
り
は
、
斎
宮
が
御
禊
を

し
た
白
川
の
あ
た
り
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
に
は
大

き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
私
達
は
買
い
求
め
た
ば
か
り
の
「
志
ん
こ
」
を

ほ
お
ば
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
し
、
束
の
間
の
休
息
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

斎
宮
が
白
川
で
御
禊
を
し
て
い
る
間
、
一
行
の
人
々
が
休
憩
を
取
っ
て
い
た
の

な
ら
ば
、
ま
さ
に
白
川
で
休
ん
で
い
る
私
達
と
一
緒
で
は
な
い
か
。

そ
の
後
、
順
調
に
旧
東
海
道
に
入
り
、
池
田
さ
ん
の
御
導
き
で
ル
ー
ト
途
上

に
あ
っ
た
天
智
天
皇
の
日
時
計
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
山
科
を
通
過
し
て
い
よ

い
よ
逢
坂
の
関
へ
の
登
り
坂
に
さ
し
か
か
ろ
う
か
と
い
う
手
前
、
女
子
が
大
喜

び
し
た
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
池
田
さ
ん
の
御
提
案
で
井
筒
八
ッ
橋
本
舗
に
寄
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
出
発
し
て
か
ら
四
時
間
が
経
過
し
て
い
て
お
腹
も
す
い
て
い

た
時
に
、
お
店
の
方
が
甘
い
お
菓
子
と
お
茶
を
出
し
て
く
れ
た
こ
と
で
、
身
も

心
も
生
き
返
る
よ
う
な
心
地
が
し
た
。
そ
の
後
、
逢
坂
の
関
近
く
の
大
谷
茶
屋

に
十
四
時
頃
到
着
し
て
、
約
一
時
間
ほ
ど
、
昼
食
の
う
な
ぎ
を
食
べ
て
か
ら
再

び
出
発
。
近
江
の
国
に
入
っ
て
京
町
一
丁
目
の
交
差
点
を
順
調
に
右
折
し
、
十

六
時
頃
、
大
津
市
松
本
石
場
の
あ
た
り
で
、
そ
ろ
そ
ろ
ト
イ
レ
休
憩
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
も
京
都
在
住
の
方
々
の
提
案
で
、
予
定
の
ル
ー
ト
を
少
し
そ
れ
て

ス
ー
パ
ー
の
大
型
店
に
入
っ
た
。
す
る
と
、
な
ん
と
こ
の
付
近
の
住
所
が
「
打
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出
浜
」
で
は
な
い
か
。
平
安
時
代
の
「
打
出
浜
」
と
同
じ
場
所
で
あ
る
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
私
達
は
図
ら
ず
も
、
斎
宮
一
行
が
楽
を
奏
し
た
と
い
う

「
打
出
浜
」
と
同
じ
名
を
持
つ
場
所
で
休
憩
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日
も
暮
れ
て
き
て
、
瀬
田
の
唐
橋
を
渡
る
頃
に
は
ど
っ
と
疲
れ
が
出
て
き
た

が
、
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
、
近
江
国
府
跡
に
到
着
、
し
か
し
国
府
跡
の
敷

地
は
広
く
、
駄
目
押
し
の
最
後
の
辛
い
行
程
を
経
て
、
国
府
跡
の
最
も
東
側
の

遺
跡
に
辿
り
着
い
た
の
は
、
日
も
沈
ん
で
真
っ
暗
に
な
っ
た
十
八
時
十
六
分
で

あ
っ
た
。
九
時
に
二
条
駅
を
出
発
し
て
か
ら
、
近
江
国
府
跡
に
着
い
た
の
は
十

八
時
過
ぎ
、
昼
食
の
一
時
間
も
含
め
て
九
時
間
以
上
の
徒
歩
の
長
旅
、
距
離
に

し
て
二
七
、
三
一
キ
ロ
の
（
４
）

行
程
を
、
全
員
が
怪
我
す
る
こ
と
な
く
、
無
事
に
歩

い
た
の
で
あ
っ
た
。

四

大
い
な
る
収
穫

大
い
な
る
収
穫
が
あ
っ
た
。
以
下
、
列
挙
す
る
。

光
源
氏
の
邸
宅
二
条
院
に
つ
い
て
。
大
極
殿
か
ら
光
源
氏
の
邸
宅
二
条
院
の

候
補
地
�
ま
で
は
私
達
の
足
で
三
十
分
か
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
二
条
院
の
候
補

地
�
ま
で
は
さ
ら
に
十
分
か
か
っ
た
。
内
裏
か
ら
の
距
離
も
そ
う
変
わ
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
の
で
、
光
源
氏
の
邸
宅
は
内
裏
か
ら
徒
歩
三
十
〜
四
十
分
ぐ
ら
い

の
と
こ
ろ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
牛
車
だ
と
ど
の
く

ら
い
か
か
る
の
か
不
明
だ
が
、
せ
め
て
徒
歩
に
よ
っ
て
で
も
こ
の
距
離
感
を
体

感
し
得
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
く
上
で
大
切
な
こ

と
で
あ
る
と
思
う
。

斎
宮
一
行
が
白
川
、
逢
坂
、
打
出
浜
で
休
憩
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
。

斎
宮
一
行
は
、『
西
宮
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
極
殿
か
ら
近
江
国
府
ま
で
の
間
で
、

白
川
で
「
禊
」、
逢
坂
で
「
楽
」、
打
出
浜
で
「
楽
」
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
三
箇
所
で
は
休
憩
も
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
休
憩

の
場
所
と
い
い
、
時
間
と
い
い
、
ま
こ
と
に
合
理
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
私
達
は
白
川
で
ト
イ
レ
休
憩
を
し
、
逢
坂
で
昼
食
を
食
べ
、
打

出
浜
で
ト
イ
レ
休
憩
を
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
記
録
の
記
述
に
合
わ

せ
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
私
達
の
体
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
場
所
で
そ
の
よ
う

な
休
憩
を
欲
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
白
川
、
逢
坂
、
打
出
浜
で
の
休
憩
は
、

人
間
の
体
力
に
合
わ
せ
た
、
ま
こ
と
に
妥
当
性
の
あ
る
合
理
的
な
休
憩
地
点

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

斎
宮
一
行
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
。
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
春
記
』
に

よ
れ
ば
、
良
子
内
親
王
は
、
白
川
を
出
発
し
た
の
が
「
亥
三
刻
ば
か
り
」、
近

江
国
府
に
到
着
し
た
の
が
「
寅
時
ば
か
り
」、
白
川
か
ら
近
江
国
府
ま
で
四
時

間
半
か
か
っ
て
い
る
。
私
達
は
白
川
を
十
一
時
二
十
七
分
に
出
発
し
、
近
江
国

府
に
十
八
時
十
六
分
に
到
着
し
て
い
て
、
約
七
時
間
も
か
か
っ
て
い
る
。
井
筒

八
ッ
橋
本
舗
で
の
休
憩
に
二
十
七
分
間
、
逢
坂
の
関
で
の
昼
食
休
憩
に
は
七
十

六
分
間
の
時
間
を
割
い
た
が
、
打
出
浜
で
の
ト
イ
レ
休
憩
は
本
当
に
ト
イ
レ
を

済
ま
せ
る
だ
け
で
す
ぐ
出
発
し
て
い
る
。
し
か
も
、
私
達
の
足
取
り
は
の
ろ
の

ろ
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
歩
い
て
い
た
つ
も
り
で

あ
る
。
平
安
時
代
の
「
楽
」
と
い
う
も
の
、
い
か
ば
か
り
の
時
間
を
か
け
る
の
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か
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
『
西
宮
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
良
子
内
親
王
も
、
逢

坂
で
楽
を
し
、
打
出
浜
で
楽
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
白
川
か

ら
近
江
国
府
ま
で
四
時
間
半
と
い
う
の
は
、
相
当
速
い
ス
ピ
ー
ド
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
馬
に
乗
っ
た
人
は
い
く
ら
で
も
速
く
で
き
る
だ
ろ
う
。
御
輿
を
担
ぐ

人
夫
が
屈
強
な
肉
体
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば
、
担
ぎ
な
が
ら
で
も
ス
ピ
ー
ド
を
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
牛
の
引
く
牛
車
が
こ
れ
ほ
ど
速
い
ス

ピ
ー
ド
だ
と
は
予
想
だ
に
し
て
い
な
か
（
５
）

っ
た
。

六
条
御
息
所
が
い
つ
ど
こ
で
返
事
を
書
い
た
の
か
に
つ
い
て
。
六
条
御
息
所

一
行
が
大
極
殿
を
出
発
し
た
時
間
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
六
条
御
息
所
が
手
紙

を
出
し
た
「
ま
た
の
日
」
が
遅
い
の
か
早
い
の
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
手
紙
を
書
い
た
「
関
の
あ
な
た
」
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
も
よ
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、『
栄
花
物
語
』
に
関
寺
の
牛
仏
に
つ
い
て
の
話

が
あ
り
、
そ
こ
に
「
逢
坂
の
あ
な
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

う
し
ぼ
と
け

こ
の
ご
ろ
聞
け
ば
、
逢
坂
の
あ
な
た
に
、
関
寺
と
い
ふ
所
に
、
牛
仏
現

れ
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
人
詣
り
見
た
て
ま
つ
る
。

（
巻
第
二
十
五
「
み
ね
の
月
」
四
七
四
頁
）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
関
寺
」
を
「
逢
坂
の
あ
な
た
」
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
関
寺
」
の
場
所
は
現
在
の
長
安
寺
の
一
部
に
当
た
り
、

逢
坂
の
関
を
越
え
て
近
江
側
に
下
る
途
中
に
あ
る
。
私
達
の
歩
み
で
は
、
逢
坂

山
関
址
の
石
碑
か
ら
二
十
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
が
長
安
寺
付
近
で
あ
っ
た
。

な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
が
返
事
を
出
し
た
「
関
の
あ
な
た
」

も
、
逢
坂
の
関
を
越
え
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
近
江
国
府
ま
で
行
か
ず
と
も
、

ず
っ
と
手
前
で
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
乗
り
物
に
乗
っ
て
い
て

は
手
紙
も
書
け
な
い
か
ら
、
打
出
浜
の
休
憩
所
ま
で
は
書
こ
う
に
も
書
け
な
い

で
あ
ろ
う
が
。

し
か
し
、
も
し
六
条
御
息
所
一
行
が
白
川
で
御
禊
を
し
た
の
な
ら
ば
、
白
川

か
ら
返
事
を
書
く
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逢
坂
の

関
の
向
こ
う
側
か
ら
彼
女
は
手
紙
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、「
逢
坂
」
に
男
女
が

「
逢
ふ
」
こ
と
が
掛
け
ら
れ
、「
逢
坂
の
関
」
を
越
え
る
こ
と
が
男
女
の
仲
に

な
る
こ
と
を
表
わ
す
こ
の
時
代
に
、
六
条
御
息
所
が
「
逢
坂
の
関
」
を
越
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
に
源
氏
と
逢
え
な
く
な
る
、
そ
の
逆
説
的
な
隔
た
り
を

「
関
の
あ
な
た
」
が
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

旗
振
り
役
の
私
が
頼
り
な
い
と
こ
ろ
を
、
多
く
の
方
々
の
お
助
け
舟
に
よ
っ

て
、
斎
宮
群
行
の
一
日
目
の
行
程
を
無
事
に
完
歩
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
道
々
、

昨
今
の
大
学
の
情
況
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
井
田
さ
ん
、
皆
が

疲
れ
切
っ
て
い
る
中
で
瀬
田
の
唐
橋
か
ら
の
最
後
の
道
の
り
を
元
気
良
く
先
導

し
て
く
だ
さ
っ
た
藤
井
さ
ん
、
私
の
ス
マ
ホ
の
充
電
を
し
て
く
れ
た
蕗
谷
さ
ん

と
岡
元
さ
ん
に
も
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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注
（
１
）
所
京
子
「『
田
中
本
春
記
』
に
み
る
斎
宮
良
子
の
群
行
」（『
斎
王
の
歴

史
と
文
学
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
２
）
『
花
鳥
余
情
』
の
言
う
「
東
掖
門
」
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
３
）
加
納
重
文
「
逢
坂
越
か
ら
石
山
」（『
源
氏
物
語
の
舞
台
を
訪
ね
て
』
宮

帯
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

（
４
）
ス
マ
ホ
の
ル
ー
ト
メ
ー
カ
ー
と
い
う
ア
プ
リ
を
使
っ
て
、
出
発
地
、
通

過
点
、
到
着
地
な
ど
の
ル
ー
ト
を
記
入
し
て
正
確
な
距
離
を
得
た
。

（
５
）
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
牛
追
い
祭
や
闘
牛
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ

ば
、
牛
も
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
が
出
せ
る
は
ず
だ
。
調
教
次
第
に
よ
っ
て

牛
車
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

※
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
春

記
』
の
本
文
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
て
い

る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
田
中
本
、『
花
鳥
余
情
』
の
本
文
は
源
氏
物
語
古

注
集
成
に
拠
る
。

（
い
の
よ
う
こ

本
学
教
授
）
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