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家

屋

の

「
は

し
」

考

要

旨

中
古
文

に
お

い
て
、
家
屋

に

つ
い
て
、

「
は
し
」
と

い
う
語
が

よ
く

用

い
ら
れ

て
い

る
。
辞
書

で
は
、
ω
廟

の
間
、
②
廟

の
間

の
篭

子

に
近

い
部
分
、
②
貧
子
を
さ
す
と
す

る
三
説

が
あ

り
、
注
釈
書

で
も

こ
の
三
説

が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同

一
の
文
章

の
中

の

「
は
し
」

に

つ
い
て
理
解
が
分
か
れ

て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
家
屋

に
お
け

る

「
は
し
」

は
ど

こ
を
さ
し

て
い
る
の
か
。

源
氏
物

語

の
用
例

に

つ
い
て
検
討
し

て
み

た
と

こ
ろ
、

㈲
廟

の
間
、
㈲
廟

の
間

の
下
長
押

に
近

い
隅

の
辺
り
、
㈲
篭
子
を
さ
す
場

合
が
あ
り
、

「
は
し

つ
か
た
」

の
例

で
は
、
㈲

と
㈲

の
場
合

が
あ
り
、
「
は
し

の
か
た
」
、

「
は
し
ち
か
し
」

「
は
し
ち
か
な
り
」
と

い
う
例

に
お
い

て
は
、
㈲

の
用
法

の
み

で
あ
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
。

中
古
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
は
し
」
と
い
う
語
の
中
、
「
簾

の
は
し
」
と
、

「
ふ
み
の
は
し
」
と
の

「
は
し
」

に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
が

(注
)

あ
る
が
、
中
古
文

で
よ
く
用
い
ら
れ

て
い
る
家
屋
の

「は
し
」
に
つ
い
て
は
、
家

屋
の
ど
の
部
分
を
い
う
の
か
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
源
氏
物
語
の
用
例
を
中

心

に
し
て
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
考
察
に
当
た

っ
て
は
、
次

の
源
氏
物

語

の
注
釈
書
の
注
や
訳
文
を
参
考
に
用
い
た
。

㈲

日
本
古
典
文
学
全
集

*

山

本

利

達

⑧

玉
上
琢
弥
先
生

『
源
氏
物
語
評
釈
』

◎

新
潮
日
本
古
典
集
成

⑪

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

⑨

新
日
本
古
典
文
学
大
系

O

い

つ
し
か
、
雛
を
し
す
ゑ
て
、
そ
そ
き
ゐ
た
ま

へ
る
、
三
尺
の
御
厨
子

一
旦
ハ

に
、
品
々
し

つ
ら
ひ
す
ゑ
て
、
ま
た
小
さ
き
屋
ど
も
作
り
集
め
て
た
て
ま

つ
り

た
ま
へ
る
を
、
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
遊
び
ひ
ろ
げ
た
ま

へ
り
。
「
灘
や
ら
ふ
と
て
、

犬
君
が
こ
れ
を
こ
ぼ
ち
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
つ
く
ろ
ひ
は
べ
る
ぞ
」
と

て
、

い

と
大
事
と
お
ぽ
い
た
り
。
「げ
に
い
と
心
な
き
人
の
し
わ
ざ
に
も
は
べ
る
か
な
。

今

つ
く
ろ
は
せ
は
べ
ら
む
。
今
日
は
言
忌
し
て
、
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
」
と
て
、

出
で
た
ま
ふ
け
し
き
、
と
こ
ろ
せ
き
を
、
人
々
端
に
出

で
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、

姫
君
も
立
ち
出
で
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
雛

の
な
か
の
源
氏
の
君

つ
く

ろ
ひ
立
て
て
、
内
裏
に
参
ら
せ
な
ど
し
た
ま
ふ
。
(紅
葉
賀
二
〇
頁
i
新
潮

日

本
古
典
集
成
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。)

右
の
文
中
の

「端
」
に
つ
い
て
、
現
代
の
注
釈
書
を
見
る
と
、
⑧
は
縁
、
㈲
と
⑪

は
訳
文

に

「端
」
と
し
て
い
て
、
ど
こ
の
部
分
か
不
明
瞭
で
あ
る
。
㈲
◎
の

「
女

房
た
ち
が
端

に
出

て
拝
見
す
る
の
で
、
姫
君
も
い
っ
し
ょ
に
立
ち
出

で
て
拝
見
な
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さ
れ
て
」
と
い
う
訳
か
ら
す
る
と
、
篭
子
を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
◎

は

「御
簾
ぎ
わ
」
と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
は
廟

の
間
の
下
長
押
に
近
い
辺
り
、
現

代
語
で
は

「端
近
な
所
」
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

辞
書
の

「端
」

の
語
意
中
、
家
屋

に
関
す
る
も
の
を
見
る
と
、

ω

『古
語
大
辞
典
』
(小
学
館
)
は
、
「家
の
内

で
、
外
に
近
い
所
。
」

②

『角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
「奥

・
内
に
対
し
て
、縁

(
ふ
ち
)
・
外
れ
に
当

る
所
。
平
安
時
代
の
住
宅

で
は
、
中
央
の
母
屋

(も
や
)
に
対
し
て
、
篭
子

(す

の
こ
)
に
近
い
廟

(
ひ
さ
し
)
の
位
置
を
い
う
。
外
を
眺
め
、
ま
た
外
部
の
人
に

姿
を
見
ら
れ
や
す
い
部
位
で
あ

る
。
」

⑧

『岩
波
古
語
辞
典
』
は
、
「
『奥
』
『
中
』
の
対
。
周
辺
部

・
辺
縁
部
の
意
。
」
と

説
明
し
、
「す
み
。
は
ず
れ
。」

ω

『旺
文
社
古
語
辞
典
』
は
、
「
家

の
外
側
に
近
い
所
。特

に
、縁
側
。
」

⑤

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
「
家
屋
の
中
央
や
奥
に
対
し

て
外
側
や
周
辺

の

所
。
寝
殿
造
り
で
は
、
廟
の
間
や
貧
子

(す
の
こ
)
な
ど
を
さ
す
。
」

な
ど
と
あ
る
。
O

の
端

に
つ
い
て
い
え
ば
、
㈲
、
⑬
、
⑪
は
、
㈹
ω
に
い
う
所
で

あ
り
、
◎
は
ω
②
に
い
う
所
と
な
り
、
辞
書
に
お
い
て
も
二
説
あ
り
、
⑤
は
両
説

を
含
ん
で
い
る
。
以
下
、
源
氏
物
語

の
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

⇔

日
も
い
と
長
き
に
、

つ
れ
づ
れ

な
れ
ば
、
夕
暮

の
い
た
う
霞
み
た
る
に
ま
ぎ

れ
て
、
か
の
小
柴
垣

の
も
と
に
立
ち
出

で
た
ま
ふ
。
人
々
は
帰
し
た
ま
ひ
て
、

惟
光
の
朝
臣
と
の
ぞ
き
た
ま

へ
ば
、
た
だ
こ
の
西
面
に
し
も
、
持
仏
す
ゑ
た
てミ

ま

つ
り
て
行
ふ
尼
な
り
け
り
。
簾
す
こ
し
上
げ
て
、
花
た
て
ま

つ
る
め
り
。
中

の
柱
に
寄
り
ゐ
て
、
脇
息
の
上
に
経
を
置
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
講
み
ゐ

た
る
尼
君
、
た
だ
人
と
見
え
ず
。
(中
略
)
僧
都
、
あ
な
た
よ
り
来

て
、
「
こ
な

た
は
あ
ら
は
に
や
は
べ
ら
む
。今
日
し
も
端
に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
。
(中
略
)」

と
の
た
ま

へ
ば
、
「あ
な
い
み
じ
や
。
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
を
人
や
見

つ
ら
む
」

と
て
、
簾
お
ろ
し

つ
。
(若
紫

一
八
九
～

一
九
二
頁
)

源
氏
が
北
山

で
紫
上

の
祖
母
の
尼
君
を
垣
間
見
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尼
君
は
、

簾
を
少
し
上
げ
て
は
い
た
が
、
簾
の
中

に
い
た
。
し
か
も
、
波
線
を

つ
け
た
部
分

に
、
「中
の
柱
に
寄
り
ゐ
て
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
尼
君
は
廟

の
間

の
奥

の
方

に

い
た
こ
と
に
な
る
。
北
山
僧
都
は
、
尼
君
に

「端
」

に
い
る
と
苦
情
を
い
っ
て
い

る
が
、
廟

の
間
の
奥

の
方

に
い
て
も

「端
」
と
い
う
の
は
、
廟
の
間
が

「端
」
の

間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ミ

⇔

た
と
し

へ
な
く
静
か
な
る
夕
の
空
を
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
奥
の
か
た
は
、
暗

う
も
の
む

つ
か
し
と
、
女
は
思
ひ
た
れ
ば
、
端

の
簾
を
上
げ
て
添
ひ
臥
し
た
ま

へ
り
。
夕
ば
え
を
見
か
は
し
て
、
女
も
、
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
の
ほ
か
に

あ
や
し
き
こ
こ
ち
し
な
が
ら
、
よ
う
つ
の
嘆
き
忘
れ
て
、
す
こ
し
う
ち
と
け
ゆ

く
け
し
き
、
い
と
ら
う
た
し
。
(夕
顔

一
四
七
～

一
四
八
頁
)

源
氏
が
夕
顔
を
伴

っ
た
廃
院
で
の
八
月
十
六
日
の
夕
方
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

端
と
い
う
の
は
、
波
線
で
示
し
た

「奥
」
に
対
し
て
い
る
。

母
屋
、
廟
、
贅
子
の
あ
る
建
物
の
場
合
、
母
屋
と
庵
の
間
に
は
長
押
が
あ
り
、

障
子
が
建

て
ら
れ
、
簾
が
掛
け
ら
れ
る
。
廟
と
笙
貝
子
の
間
に
は
段
差
が
あ
り
、
長

押

に
は
格
子
が
建
て
ら
れ
、
簾
や
壁
代
が
掛
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
母
屋
と
廟

は
、
屋
の
内
で
あ
り
、
母
屋
が
奥
の
方

の
間
で
あ
る
の
に
対
し
、
廟
は
、
⇔
の
よ

う
に
、
「端
」
の
間
に
な
る
。
そ
し
て
、
廟
と
篭
子
の
境
界

の
簾
は
、

こ
こ
に
い
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わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「端
の
簾
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時

の

「
端
」

は

痛

の
間
を
い

っ
た
も

の
で
あ
る
。

㈲

男
君
も
、
し
ひ
て
思
ひ
わ
び
て
、
例
の
、
し
め
や
か
な
る
夕

つ
か
た
お
は
し

た
り
。
や
が
て
端
に
御
菌
さ
し
出

で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
「
い
と
な
や
ま
し
き
ほ

ど
に
て
な
む
、
え
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
」

と
、
人
し
て
聞
こ
え
出
だ
し
た
ま

へ
る
を

聞
く
に
、
い
み
じ
く

つ
ら
く
て
、
涙
の
落
ち
ぬ
べ
き
を
、
人
目
に
つ
つ
め
ば
、

し
ひ
て
ま
ぎ
ら
は
し
て
、
「
な
や
ま
せ
た
ま
ふ
を
り
は
、知
ら
ぬ
僧
な
ど
も
近
く

参
り
寄
る
を
、
医
師
な
ど
の
列
に
て
も
御
簾
の
う
ち
に
は
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
く
や

は
。
か
く
人
伝
な
る
御
消
息
な
む
、
か
ひ
な
き
こ
こ
ち
す
る
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

い
と
も
の
し
げ
な
る
御
け
し
き
な

る
を
、

一
夜
も
も
の
の
け
し
き
見
し
人
々
、

　

「げ
に
い
と
見
苦
し
く
は
べ
る
め
り
」
と
て
、
母
屋
の
御
簾
う
ち
お
ろ
し
て
、

夜
居
の
僧
の
座
に
入
れ
た
て
ま

つ
る
を
、
女
君
、
ま
こ
と
に
こ
こ
ち
も
い
と
苦

し
け
れ
ど
、
人
の
か
く
言
ふ
に
、
掲
焉
な
ら
む
も
、
ま
た
い
か
が
、
と

つ
つ
ま

し
け
れ
ば
、
も
の
憂
な
が
ら
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
て
、
対
面
し
た
ま

へ
り
。

(宿
木
二

一
六
～
二

一
七
頁
)

薫
が
二
条
院
の
中
君
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
夜
、
薫
が
中
君
に
添
い
臥
し
、

匂
宮

に
移
り
香
を
と
が
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
日
は
薫
が
訪
問
し
て
く
る

と
早
速

「
端
」
に
菌
を
出
し
た
。
諸
本
す
べ
て

「
は
し
」
と
あ
る
。
波
線
ω
の
部

分
に
、
中
君
は
取
次
を
も

っ
て

「聞

こ
え
出
だ
し
」
た
と
あ
る
。
ま
た
、
薫
の
訴

え
に
よ
り
、
波
線
②
の
部
分

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
房
は

「
母
屋
の
御
簾
」
を

お
ろ
し
て

「夜
居
の
僧

の
座
」
に
入
れ
た
。
そ
こ
で
、
中
君

は
、

「
す
こ
し
ゐ
ざ

り
出

で
て
」
対
面
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
最
初
、
菌
を
出
さ
れ
た

「端
」
は
贅
子
で
あ
り
、
夜
居
の
僧
の
座
は
庸
の
間
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈲
⑬
◎
⑪
③
い
ず
れ
も
篭
子
と
さ
れ
て
い
る
。

O
か
ら
㊨
ま
で
の
例
で
は
、
「端
」
は
廟
の
間
、
ま
た
は
、
廟
の
間

の
下
長
押

の
辺
り
を
指
し
て
い
た
の
に
、
㈲
の

「端
」
は
笠貝
子
で
あ
る
。
明
ら
か
に
異
る
場

所
に

つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
。

㈲

宵
も
や
過
ぎ
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
沓
の
音
近
う
聞
ゆ
れ
ば
、
あ
や
し
と

見
い
だ
し
た
る
に
、
時
々
か
や
う
の
を
り
に
、
お
ぼ
え
な
く
見
ゆ
る
人
な
り
け

り
。
「今
日
の
雪
を
、
い
か
に
と
思
ひ
や
り
き
こ
え
な
が
ら
、
な
で
ふ
事

に
さ
は

り
て
、
そ
の
所
に
く
ら
し

つ
る
」
な
ど
い
ふ
、
「今
日
来
ん
」
な
ど
や
う
の
す
ぢ

を
ぞ
い
ふ
ら
む
か
し
。
昼
あ
り

つ
る
こ
と
ど
も
な
ど
う
ち
は
じ
め
て
、
よ
う
つ

の
こ
と
を
い
ふ
。
円
座
ば
か
り
さ
し
出
で
た
れ
ど
、
片

つ
か
た
の
足
は
下
な
が

　

ら
あ
る
に
、
鐘
の
音
な
ど
も
聞
ゆ
る
ま
で
、
内
に
も
外
に
も
、
こ
の
い
ふ
こ
と

は
あ
か
ず
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
(枕
草
子

「雪

の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
」
)

枕
草
子
の
文

で
あ
る
が
、

こ
の
文
に
お
い
て
、
女
達
の
所

へ
訪
れ
た
男
に
さ
し
出

し
た
円
座
は
、
波
線
ω
の
部
分

「
片

つ
か
た
の
足
は
下
な
が
ら
あ
る
」
こ
と
に
よ

っ

て
わ
か
る
よ
う
に
贅
子
で
あ
り
、
そ
こ
は
、
波
線
②
の
部
分
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

女
達
の
い
る

「内
」
に
対
し
て

「外
」
で
あ
る
。
母
屋
と
廟
の
間
は
屋
の
内

で
あ

る
の
に
、
篭
子
は
屋
の

「外
」

で
あ
り
、
㈲
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

「端
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
篭
子
は
屋
の

「端
」

で
あ
る
が
、
贅
子
と
い
わ
ず
、

「端
」

と
い
う

時
は
、
㈲
の
例
の
よ
う
に
、
母
屋
や
廟
の
外
に
あ
る
客
の
座
と
し
て
特
別
の
意
味

を
も

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

因

皆
人
の
寝
た
り
し
に
、
妻
戸
を
放
ち
て
出
で
た
り
し
に
、
風
は
げ
し
く
、
川
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波
も
荒
う
聞
こ
え
し
を
、
独
り
も

の
恐
ろ
し
か
り
し
か
ば
、
来
し
方
行
く
末
も

お
ぼ
え
で
、
竺
貝子

の
端

に
足
を
さ
し
お
ろ
し
な
が
ら
、
行
く
べ
き
方
も
ま
ど
は

れ
て
、
(手
習

一
八
九
頁
)

横
川
僧
都

一
家
に
救
助
さ
れ
た
浮
舟

の
回
想
の
部
分
で
あ
る
。
波
線
を
つ
け
た
部

分

の
よ
う
に
、
浮
舟
は
失
踪

に
当
り
、
妻
戸
を
開
け
て
外
に
出
、
「
篭
子

の
端
」

に
腰
を
下
ろ
し
、
足
を
垂
ら
し
て
い
た
。
「
足
を
さ
し
お
ろ
し
」

た
の
だ
か
ら
、

笙
貝子

の
外
側
の
端
だ

っ
た
こ
と
に
な

る
。

㈹

守
出

で
来
て
、
灯
籠
か
け
そ

へ
、
火
明
く
か
か
げ
な
ど
し
て
、
御
く
だ
も
の

ば
か
り
参
れ
り
。
「
と
ば
り
帳
も
い
か
に
ぞ
は
。
さ
る
か
た
の
心
も
な
く

て
は
、

あ
ざ
ま
し
き
饗
な
ら
む
」
と
の
た
ま

へ
ば
、
「何
よ
け
む
と
も
、
え
う
け
た
ま
は

ら
ず
」
と
、
か
し
こ
ま
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
。
端

つ
か
た
の
御
座
に
、
仮
な
る
や
う

に
て
大
殿
籠
れ
ば
、
人
々
も
し
づ
ま
り
ぬ
。
(中
略
)
「
こ
こ
に
ぞ
臥
し
た
る
。

客
人
は
寝
た
ま
ひ
ぬ
る
か
。
い
か
に
近
か
ら
む
と
思
ひ

つ
る
を
、
さ
れ
ど
け
ど
ほ

か
り
け
り
」
と
言
ふ
。
寝
た
り
け
る
声

の
し
ど
け
な
き
、
い
と
よ
く
似
か
よ
ひ

た
れ
ば
、

い
も
う
と
と
聞
き
た
ま
ひ

つ
。
「廟
に
ぞ
大
殿
籠
り
ぬ
る
。
音
に
聞
き

つ
る
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま

つ
り

つ
る
、げ
に
こ
そ
め

で
た
か
り
け
れ
」
と

み
そ
か
に
言
ふ
。
(中
略
)
「ま
ろ
は
端

に
寝
は
べ
ら
む
。あ
な
く
る
し
」
と

て
、

火
か
か
げ
な
ど
す
べ
し
。
(帯
木
八

四
～
八
七
頁
)

源
氏
が
方
違
え
に
紀
伊
守
の
家
に
来

た
時

で
あ
る
。
源
氏
の
座
席
は
、
涼
し
げ
な

庭
が
眺
め
ら
れ
る
よ
う
と
の
配
慮
か

ら
で
あ
ろ
う
、
「端

つ
か
た
の
御
座
」
で
あ
っ

た
。
源
氏
は
そ
こ
に
寝
た
と
あ
り
、
小
君
は
空
蝉

に
、
源
氏
は
、
波
線
を

つ
け
た

部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「廟
」

に
寝
た
と
い
っ
て
い
る
。
廟
は
寝
殿
造
り
の

建
物

の

「端

つ
か
た
」

の
間
な
の
で
あ
る
。

小
君
の
寝
た

「端
」
に

つ
い
て
は
、
⑬
は
廟
、
③
は

「
そ
と
の
ほ
う
」
と
あ
る
。

⑧
は
⇔
の
場
所
、
③
は
㊨

の
簾

の
近
く
と
い
う
理
解

で
あ
ろ
う
。

ひ9

秋
の
夕
の
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、

一
条
の
宮
を
思
ひ
や
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

わ
た
り
た
ま

へ
り
。
う
ち
と
け
、
し
め
や
か
に
、
御
琴
ど
も
な
ど
弾
き
た
ま
ふ

ほ
ど
な
る
べ
し
、
深
く
も
え
取
り
や
ら
で
、
や
が
て
そ
の
南

の
廟

に
入
れ
た
て

ま
つ
り
た
ま

へ
り
。
端

つ
か
た
な
り
け
る
人
の
、
ゐ
ざ
り
入
り

つ
る
け
は
ひ
ど

も
し
る
く
、
衣
の
音
な
ひ
も
、
お
ほ
か
た
の
匂
ひ
か
う
ば
し
く
、
心

に
く
き
ほ

ど
な
り
。
(横
笛
三
二
六
頁
)

夕
霧
が

一
条
邸
に
落
葉
宮
を
訪
ね
た
所
で
あ
る
。
折
柄
、
南
の
廟

で
琴
を
演
奏
し

て
い
た
落
葉
宮
は
、
琴
を
奥

へ
入
れ
も
せ
ず
、
夕
霧
を
南
の
廟

へ
通
し
た
。
女
房

達
は

「端

つ
か
た
」
に
い
た
が
、
い
ざ
り
な
が
ら
奥

へ
入

っ
た
と
い
う
。
落
葉
宮

が
痛
の
間
に
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の

「端

つ
か
た
」
と
は
、
廟
の
間
の
簾
に
近
い

所
、
下
長
押
の
辺
り
で
あ
る
。
「端

つ
か
た
」
と
い
う
語
も
、

㈹
は
廟
を
、
99

で

は
廟
の
隅
、
下
座
を
さ
し
て
い
る
。

ω

「佐
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず
さ
び
て
、
里
び
た
る
笙
貝

子
の
端

つ
方
に
ゐ
た
ま

へ
り
。
(東
屋
三
三
六
～
三
三
七
頁
)

薫
が
浮
舟
の
い
る
三
条
の
隠
れ
家
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
描

か
れ
た
場
面
で
あ
る
。
絵
で
は
、
幅
の
狭
い
篭
子
に
薫
は
腰
を
お
ろ
し
て
い
る
。

「筆貝
子
の
端

つ
方
」
は
贅
子
に
お
け
る
位
置
を
示
し
、
⑬
⑨
は

「縁
側
の
端
の
方
」
、

◎
は

「
縁
先
」
と
し
て
い
る
。
「貴
子
の
端

つ
方
」
と
は
、
筆貝
子

の
外
側
の
方
の

こ
と
で
あ
る
。
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同

、
「
あ
は
れ
山
伏
は
、
か
か
る
日
に
ぞ
音
は
泣
か
る
な
る
か
し
」
と
言
ふ
を
聞

き

て
、
わ
れ
も
今
は
山
伏
ぞ
か
し
、
こ
と
わ
り
に
と
ま
ら
ぬ
涙
な
り
け
り
、
と

思
ひ

つ
つ
、
端
の
方
に
立
ち
出

で
て
見
れ
ば
、
は
る
か
な
る
軒
端
よ
り
狩
衣
姿

色
々
に
立
ち
ま
じ
り
て
見
ゆ
。
(手
習
二
三
七
～
二
三
八
頁
)

小
野
の
山
里
の
家
で
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「端

の
方
」
を
、
㈲
⑪
は
端
近
、
⑬

は
縁
側
、
③
は
笙貝
子
と
あ
る
。
⑬
と
⑭
と
の
場
所
は
同
じ
で
あ
り
、
室
外
で
あ
る

が
、
㈲
⑪
は
室
内
で
あ
る
。

蓬
生
の
巻
に

「廟

の
端

つ
か
た
」

(七
三
頁
)、
ω
に

「
笙貝
子
の
端

つ
方
」
と
あ

る
が
、
「
は
し
の
か
た
」
は
、
ど
こ
の
と
い
う
限
定
の
語
も
な
し
に
、
「は
し
の
か

た
」
の
み
で
、
廟
の
間
の
簾
に
近
い
方
、
下
長
押

の
辺
り

(現
代
語
で

「端
近
い

所
」
と
い
う
辺
り
)
を
指
す
例
ば
か
り

で
、
篭
子
の
端
を
指
す
例
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
㊨
も
浮
舟
は
外

の
景
色
が
見
え
る
御
簾
近
く
に
出

て
来
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。

⇔

姫
君
、
い
と
は
つ
か
し
き
に
も
、

そ
こ
は
か
と
な
く
涙

の
こ
ぼ
る
れ
ば
、
は

し
た
な
く
て
背
き
た
ま

へ
る
、
ら
う
た
げ
さ
限
り
な
し
。

い
か
に
せ
ま
し
、
な

ほ
や
進
み
出
で
て
、
け
し
き
を
と
ら
ま
し
、
な
ど
お
ぼ
し
乱
れ
て
立
ち
た
ま
ひ

ぬ
る
名
残
も
、
や
が
て
端
近
う
な
が
め
た
ま
ふ
。
(梅
枝
二
七
五
頁
)

頭
中
将
が
雲
井
雁
の
所

へ
来

て
、
娘

の
扱
い
に
思
い
乱
れ
て
帰

っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
㈲
ほ

「
端
近
い
と
こ
ろ
で
」
、
◎

は

「部
屋
の
端
近
く
に
い
て
」、
⑪
は

「端

近
く
」
、
⑬
は

「縁
近
く
」
と
あ
り
、
場
所
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

⑬
は
O

の
場
合
と
同
じ
く
、
・「端
近
く
」
の

「端
」
を
縁
と
解
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
◎
は
、
O
で
は

「御
簾
ぎ
わ
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は

「部
屋
の
端
近
く
」
と

な

っ
て
い
る
。
㈲
と
⑪
が
O
で
は

「端
」
と
あ
り
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

端
近
い
と
な

っ
て
お
り
、
㈲
と
⑪
は
、
◎
と
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
⑧
の
よ
う
に

「端
」
が
縁
、
す
な
わ
ち
贅
子
の
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、

㈲
の
例
の
よ
う
に
特
殊
な
場
合
で
、
「端
近
し
」
の

「端
」

は
⑬
の
よ
う
に
解
す

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

野
分
の
巻
に
、
「
(紫
上

ハ
)
す
こ
し
端
近
く
て
見
た
ま
ふ
」
(
一
二
四
頁
)
、
浮

舟
の
巻
に
、
「大
将
、
人
に
も
の
の
た
ま
は
む
と
て
、
す
こ
し
端
近
く
出

で
た
ま

へ

る
に
」
(四
九
頁
)
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
は
、
「端
近
く
」
て
の
場

合
と
異
り
、
廟
の
間
の
少
し
端

(下
長
押
の
辺
り
)
に
近
い
所
を
指
す
こ
と
に
な

る
。

国

衛
門
の
督
は
、
い
と
い
た
く
思
ひ
し
め
り
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
花

の
木

に

目
を

つ
け
て
な
が
め
や
る
。
大
将
は
、
心
知
り
に
、
あ
や
し
か
り

つ
る
御
簾
の

透
影
思
ひ
出
つ
る
こ
と
や
あ
ら
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
。
い
と
端
近
な
り

つ
る
あ
り

さ
ま
を
、
か

つ
は
軽
々
し
と
思
ふ
ら
む
か
し
、
い
で
や
、

こ
な
た
の
御
あ
り
さ

ま
の
、
さ
は
あ
る
ま
じ
か
め
る
も
の
を
、
と
思
ふ
に
、

(若
菜
上

一
二
九
～

一

三
〇
頁
)

女
三
宮
を
垣
間
見
た
柏
木
の
心
中
を
夕
霧
が
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「端
近
な

り
」

に
お
け
る

「端
」
は
、
屋
の
内
の
端
、
廟
の
下
長
押
に
近
い
辺
り
を
さ
し
て

い
る
。

薄
雲

の
巻
で
、
雪
の
朝
、
「来
し
か
た
行
く
末
の
こ
と
」
を
思
い

つ
づ
け
た
明

石
君
に
つ
い
て
、
「例
は
こ
と
に
端
近
な
る
出

で
居
な
ど
も
せ
ぬ
を
」
(
一
五
三
頁
)

と
い
い
、
竹
河
の
巻
で
、
桜
の
盛
り
に
、
玉
婁
の
二
人
の
娘
が
廟
の
簾
を
あ
げ
て
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碁
を
打

つ
と
こ
ろ
で
、
「
の
ど
や
か
に
お
は
す
る
所
は
、
ま
ぎ
る
る
こ
と
な
く
、端

近
な
る
罪
も
あ
る
ま
じ
か
め
り
」
(一
=

四
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。
普
通
な
ら
、

女
主
人
や
姫
君
は

「端
近
な
る
」
所

に
出
ぬ
も
の
と
す
る
立
場
で
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
源
氏
物
語
の
中
で
、
建
物

に
関
し
て

「
は
し
」
と
い
う
語
に
よ

っ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
場
合

に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
と
こ
ろ
、
「
は
し
」

に
は
、
④
廟

の
間
、
⑤
廟
の
間

の
下
長
押
に
近
い
辺
り
、
◎
篭
子
を
さ
す
三
通
り
の
用
法
が
あ

り
、
「
は
し

つ
か
た
」
に
は
④
と
⑤
の
例
が
あ
り
、
「
は
し
の
か
た
」

「
は
し
ち
か

し
」
「
は
し
ち
か
な
り
」

に
お
い
て
は
⑤
の
例
の
み
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
「～
の

は
し
」
と
い
う
よ
う
に
場
所
を
限
定

す
る
語
を
伴
う
時
は
、
建
物
の
内
側
か
ら
外

側

へ
向
う
方
向
に
あ
る
所
を
示
す
の
に

「
は
し
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
。

先
に
O
の
例
文
に
つ
い
て
述
べ
た
中
で
、
五
種
の
辞
書
の
関
係
す
る
記
事
を
あ

げ
た
が
、
そ
の
中
の

一
書
、
『旺
文
社
古
語
辞
典
』
は
、
例
文
と
し

て
次
の
大
和

物
語

一
四
九
段
を
あ
げ

て
い
る
。

⇔

さ
て
い
で
て
い
く
と
み
え
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
男
や
来
る
と
み
れ
ば
、

端

に
い
で
ゐ
て
、
月

の
お
も
し
ろ
き
に
、
頭
か
い
硫
り
な
ど
し
て
を
り
。

日
本
古
典
文
学
大
系
、
日
本
古
典
文
学
全
集
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
柿

本
奨
氏

『大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』
は
、
「端
」
を
い
ず
れ
も
縁
側
と
さ
れ

て

い
る
。
縁
側
と
は
篭
子
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
女
が
外
か
ら
あ
ら
わ
に
見
え
る
笙貝
子

に
出
て
髪
を
硫
る
と
い
う
理
解
は
受

け
入
れ
が
た
い
。
「端

に
い
で
ゐ
て
」

は
O

の

「端
に
出

で
て
」
と
同
様
、
廟
の
間
の
下
長
押

の
近
く
に
出
て
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

(
注
)
「
簾

の

『
つ
ま
』
・
『
は
し
』

ー
紫
式
部

日
記
覚
書

-
」

(
滋
賀

大

国
文

第

二
八
号

、

『
紫
式
部
日
記
孜
』
所
収
)
、
「
ふ
み

の
は
し
考
」

(滋

賀
大

学
教

育

学
部

紀
要

第

四

二
号
、
『
源
氏
物
語
孜
』
所
収
)


