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一

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
は
数
多
く
の
恋
愛
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
様
々
な
恋

文
の
や
り
と
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
で
こ
そ
書
道
は
一
種
の
芸
術
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
源
氏
た
ち
貴
族
に
と
っ
て
筆
で
文
字
を
書
く

行
為
は
日
常
的
で
、
特
に
恋
愛
に
お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
顔

を
合
わ
せ
る
よ
り
先
に
文
で
相
手
の
印
象
を
知
る
こ
と
が
多
い
中
で
、
魅
力
的

な
恋
文
を
書
く
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
技
術
を
磨
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
多

く
の
登
場
人
物
た
ち
を
描
き
分
け
る
に
あ
た
っ
て
、
紫
式
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
筆

跡
の
癖
や
工
夫
、
細
か
な
所
作
も
個
性
と
し
て
と
ら
え
、
活
用
し
て
い
る
。

「
書
」
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
は
登
場
人
物
の
個
性
を
つ
く
り
出
し
、
ま
た
ス

ト
ー
リ
ー
を
よ
り
豊
か
に
感
じ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
実
感
を
胸
に
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
書
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

二

筆
跡
か
ら
見
る
人
物

『
源
氏
物
語
』
本
文
中
に
描
写
さ
れ
る
女
君
た
ち
を
、
筆
跡
描
写
の
観
点
か

ら
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
数
多
く
登
場
す
る
女
君
た
ち
の
中
で
、
六
条
御
息

所
、
藤
壺
、
朧
月
夜
、
朝
顔
の
姫
君
と
い
う
四
名
の
女
君
に
絞
り
、
扱
う
こ
と

と
す
る
。

１

六
条
御
息
所

六
条
御
息
所
は
、
家
柄
や
容
姿
、
教
養
に
お
い
て
大
変
優
れ
た
人
物
と
し
て

描
か
れ
、
特
に
書
に
お
い
て
は
抜
群
の
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
梅
枝
巻
で
の

仮
名
批
評
の
場
面
で
源
氏
は
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

心
に
も
入
れ
ず
走
り
書
い
た
ま
へ
り
し
一
行
ば
か
り
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
を

得
て
、
際
こ
と
に
お
ぼ
え
し
は
や
。（
梅
枝
③
四
一
五
）

仮
名
の
名
手
と
し
て
名
高
い
六
条
御
息
所
は
、
な
に
げ
な
く
書
い
た
「
一
行
」

の
書
で
さ
え
も
絶
賛
さ
れ
、
源
氏
は
そ
れ
が
懸
想
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
ま

で
言
っ
て
い
る
。
書
の
能
力
は
、
教
養
の
高
さ
を
物
語
る
。
六
条
御
息
所
は
他

の
女
君
に
比
べ
格
段
に
優
れ
た
教
養
の
持
ち
主
で
、
趣
深
い
人
物
と
し
て
源
氏

を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、

○�

〔
源
氏
ノ
心
内
語
〕
御
息
所
は
、
心
ば
せ
の
い
と
恥
づ
か
し
く
、
よ
し
あ

『
源
氏
物
語
』
心
を
写
す
書

鈴
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り
て
お
は
す
る
も
の
を
、（
葵
巻
②
二
六
）

○�
（
源
氏
ハ
御
息
所
ノ
コ
ト
ヲ
）
よ
し
あ
り
し
方
は
な
ほ
す
ぐ
れ
て
、
も
の

の
を
り
ご
と
に
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ふ
。（
絵
合
②
三
七
三
）

と
い
っ
た
記
述
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

葵
上
の
死
去
に
際
し
て
、
御
息
所
は
源
氏
に
弔
問
の
文
を
贈
る
。

菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に
、
濃
き
青
鈍
の
紙
な
る
文
つ
け
て
、
さ
し
置
き

て
往
に
け
り
。
い
ま
め
か
し
う
も
、
と
て
見
た
ま
へ
ば
、
御
息
所
の
御
手

な
り
。（
葵
②
五
一
）

咲
き
か
け
の
菊
の
花
と
、
深
い
緑
色
の
葉
に
紛
れ
る
よ
う
に
、「
濃
き

4

4

青
鈍
」

（
葵
②
五
一
）
の
手
紙
を
添
え
て
い
る
。
気
の
利
い
た
趣
向
だ
と
好
感
を
持
っ

た
源
氏
は
手
紙
を
開
き
、
そ
の
「
御
手
」
で
御
息
所
だ
と
確
信
す
る
。「
さ
し

置
き
て
往
に
け
り
」
は
名
乗
ら
ず
に
そ
っ
と
届
け
る
従
者
の
姿
で
、
喪
中
の
源

氏
に
表
立
っ
た
消
息
を
控
え
る
御
息
所
の
心
遣
い
と
い
え
る
。
対
し
て
源
氏
は

常
よ
り
も
優
に
も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た
う
見
た

ま
ふ
も
の
か
ら
、
つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。（
葵
②
五
一
）

と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。
い
つ
に
も
増
し
て
優
れ
た
文
だ
と
素
直
に
感

じ
る
一
方
で
、
し
ら
じ
ら
し
い
文
面
だ
と
厭
わ
し
く
も
思
う
。
源
氏
の
複
雑
な

心
の
内
が
表
れ
て
い
る
。

葵
巻
に
お
い
て
、
御
息
所
は
葵
の
上
が
悪
霊
に
取
り
憑
か
れ
た
こ
と
を
知
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
自
分
の
身
体
か
ら
香
る
芥
子
の
香
り
に
気
付
き
、
自
分
で
あ

り
な
が
ら
自
分
で
は
な
い
よ
う
な
思
い
に
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
仮
名

の
名
手
と
し
て
筆
跡
の
美
し
さ
は
日
ご
ろ
か
ら
言
及
さ
れ
る
が
、「
常
よ
り
も

優
に
も
」
と
評
さ
れ
る
こ
の
文
は
、
生
霊
の
自
覚
に
際
し
て
の
心
の
動
揺
を
な

る
べ
く
お
さ
え
て
、
慎
重
に
、
い
っ
そ
う
丁
寧
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
う

）
1
（

。

ま
た
、
御
息
所
の
伊
勢
下
向
の
折
の
贈
答
で
は
、
別
れ
を
惜
し
み
、
御
息
所

の
悲
涙
を
言
い
当
て
た
源
氏
の
歌
に
対
し
次
の
よ
う
な
返
歌
を
し
て
い
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
。

（
賢
木
②
九
四
）

筆
跡
の
優
美
さ
を
褒
め
る
一
方
で
、
あ
な
た
の
想
い
は
伊
勢
ま
で
は
及
ぶ
ま

い
、
と
強
く
言
い
捨
て
る
御
息
所
の
歌
に
、
も
う
少
し
素
直
さ
を
求
め
る
源
氏

で
あ
る
。「
こ
と
そ
ぎ
て
」
書
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
筆
跡
の
美
し
さ

が
際
立
っ
て
い
る
。「
書
」
の
評
価
は
紙
の
質
や
筆
遣
い
な
ど
を
総
合
的
に
見

て
判
断
さ
れ
る
が
、
紙
上
に
生
じ
る
「
余
白
」
も
大
切
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
適
度
な
余
白
は
線
質
を
際
立
た
せ
る
。
余
白
の
美
を
感
じ
さ
せ
る
文
で
あ

る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
迷
っ
た
末
に
伊
勢
へ
の
下
向
を
決
意
し
た
御
息
所
で

あ
る
。
後
ろ
髪
を
ひ
か
れ
て
し
ま
う
自
分
の
情
け
な
さ
を
痛
感
し
、
今
更
ど
う

に
も
な
ら
な
い
別
れ
の
決
意
を
胸
に
、
い
つ
も
以
上
に
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
る
。
御
息
所
は
手
紙
で
さ
え
も
、
自
身
の
気
持
ち
を
抑
え
て
い
る
。
自

分
自
身
を
見
つ
め
、
冷
静
に
な
ろ
う
と
努
め
る
御
息
所
の
様
子
が
、
書
の
余
白

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う

）
2
（

。

身
分
や
容
姿
、
教
養
に
お
い
て
は
申
し
分
の
な
い
貴
婦
人
は
、
こ
う
し
た
繊

細
な
一
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
朴
英
美
氏
が
、「
優
れ
た
筆
跡
が
自
身
の

品
格
を
保
つ
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

）
3
（

」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
御
息
所
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の
筆
跡
は
、
彼
女
の
欠
点
と
も
い
え
る
あ
ま
り
に
繊
細
な
内
面
を
カ
バ
ー
す
る

役
目
を
担
う
。
内
面
が
繊
細
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
筆
跡
の
美
し
さ
は
際
立
っ
て

感
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
源
氏
と
の
関
係
を
繋
ぎ
止
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

２

藤
壺

源
氏
と
藤
壺
と
の
不
義
の
子
で
あ
る
若
宮
と
、
桐
壺
帝
が
つ
い
に
対
面
す
る
。

疑
い
も
せ
ず
若
宮
を
寵
愛
す
る
帝
の
様
子
を
見
た
藤
壺
は
、
胸
が
張
り
裂
け
そ

う
な
思
い
で
あ
る
。
源
氏
は
帝
の
前
か
ら
退
出
し
、
命
婦
の
も
と
に
藤
壺
宛
の

文
を
送
る
。
命
婦
は
藤
壺
に
そ
れ
を
見
せ
、「
た
だ
塵
ば
か
り
、
こ
の
花
び
ら

に
」（
紅
葉
賀
①
三
三
〇
）
と
返
事
を
促
す
。
藤
壺
は
、
命
婦
の
言
葉
を
受
け

止
め
、
筆
を
持
つ
。

わ
が
御
心
に
も
、
も
の
い
と
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
に
て
、

�

袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で

し
こ

と
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、
喜
び
な
が
ら
奉
れ

る
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
し
る
し
あ
ら
じ
か
し
と
く
づ
ほ
れ
て
な
が
め
臥

し
た
ま
へ
る
に
、
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙
落
ち
ぬ
。

（
紅
葉
賀
①
三
三
〇
─
三
三
一
）

光
源
氏
が
久
し
ぶ
り
に
目
に
し
た
藤
壺
の
文
に
は
和
歌
だ
け
が
書
き
付
け
ら
れ

て
い
る
。「
ほ
の
か
に
」
は
「
わ
ず
か
だ
、
ほ
ん
の
少
し
だ
」
と
い
う
こ
と
を

表
す
形
容
動
詞
で
、
こ
こ
で
は
墨
の
量
を
指
す

）
4
（

。

一
般
的
に
和
歌
を
書
き
付
け
る
際
に
は
墨
継
ぎ
を
し
な
が
ら
、
左
右
の
バ
ラ

ン
ス
を
見
て
墨
の
濃
淡
を
調
節
し
、
文
字
を
散
ら
し
て
書
き
付
け
る
。
墨
継
ぎ

を
し
な
け
れ
ば
、
筆
に
含
ま
せ
て
い
た
墨
は
段
々
と
少
な
く
な
り
、
次
第
に
か

す
れ
て
弱
弱
し
く
薄
い
線
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
藤
壺
は
丁

寧
に
墨
継
ぎ
を
す
る
だ
け
の
心
の
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
若
宮
の

姿
を
見
る
た
び
に
、
藤
壺
は
帝
へ
の
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
る
。
決
し
て
打
ち
明
け

る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
罪
の
意
識
を
共
有
し
て
い
る
の
は
源
氏
た
だ
一
人
で

あ
る
。
そ
う
し
た
苦
し
い
状
況
下
で
、
や
っ
と
の
思
い
で
書
き
上
げ
た
手
紙
で

あ
る
こ
と
が
筆
跡
描
写
か
ら
も
強
調
さ
れ
る
。
本
人
の
筆
跡
で
、
本
人
の
気
持

ち
を
の
せ
て
届
く
手
紙
と
い
う
も
の
は
大
変
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
加
え
て
日

ご
ろ
か
ら
文
の
や
り
と
り
は
源
氏
か
ら
の
一
方
通
行
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
。
見
た
目
に
美
し
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
文
で
あ
っ
て
も
、
源

氏
に
と
っ
て
は
涙
が
出
る
ほ
ど
う
れ
し
い
の
で
あ
る
。

３

朧
月
夜

梅
枝
巻
で
、
光
源
氏
は
朧
月
夜
の
筆
跡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
の
世
の
上
手
に
お
は
す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
。

（
梅
枝
③
四
一
六
）

「
今
の
世
の
上
手
」
と
し
て
、
紫
の
上
、
朝
顔
と
共
に
当
代
の
名
手
に
数
え
て

い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
」
と
も
評
し
て

い
る
。
文
字
の
癖
と
い
う
の
は
時
代
を
問
わ
ず
誰
に
で
も
あ
る
も
の
だ
が
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
癖
が
あ
る
筆
跡
だ
と
特
筆
さ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
。

朧
月
夜
は
自
身
の
文
字
が
持
つ
癖
を
意
識
す
ら
し
て
い
な
い
の
か
、
気
づ
い
た

上
で
治
そ
う
と
し
て
い
な
い
の
か
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
癖
は
朧
月
夜
の
個
性
を

彩
っ
て
い
る
。
快
活
で
華
や
か
な
気
性
の
朧
月
夜
は
、
便
り
が
来
な
け
れ
ば
自
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ら
出
し
て
し
ま
う
な
ど
、
当
時
の
女
君
と
し
て
は
珍
し
い
積
極
的
で
大
胆
な
性

格
で
あ
る
。
朧
月
夜
の
奔
放
な
性
格
と
文
字
の
癖
は
、
無
関
係
と
は
思
え
な
い

の
で
あ
る
。

ま
た
、
源
氏
の
須
磨
退
去
に
あ
た
っ
て
交
わ
さ
れ
た
消
息
で
は
、
朧
月
夜
の

筆
跡
は
、

泣
く
泣
く
乱
れ
書
き
た
ま
へ
る
御
手
い
と
を
か
し
げ
な
り
。（
須
磨
②
一

七
八
）

と
評
さ
れ
て
い
る
。
朧
月
夜
は
、
源
氏
と
の
別
れ
に
動
揺
を
隠
し
き
れ
な
い
様

子
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
朧
月
夜
の
文
字
の
「
乱
れ
」
は
心
の
動
揺
を
素
直
に
映

し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
別
れ
の
辛
さ
や
源
氏
を
思
う
気
持
ち
を
強
調

す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。

人
目
を
忍
ん
で
愛
を
育
ん
だ
二
人
に
と
っ
て
、
手
紙
の
や
り
と
り
一
つ
一
つ

が
心
を
通
わ
せ
る
数
少
な
い
機
会
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

「
癖
」
を
持
つ
朧
月
夜
の
筆
跡
は
女
君
の
中
で
も
印
象
的
で
、
源
氏
に
と
っ
て

朧
月
夜
自
身
と
の
直
接
的
な
繋
が
り
を
実
感
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４

朝
顔

梅
枝
巻
で
は
、

さ
は
あ
り
と
も
、
か
の
君
と
、
前
斎
院
と
、
こ
こ
に
と
こ
そ
は
書
き
た
ま

は
め
（
梅
枝
③
四
一
六
）

と
、
紫
の
上
、
朧
月
夜
と
並
ん
で
仮
名
の
名
手
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
朝
顔

の
手
に
関
す
る
具
体
的
な
評
価
は
な
い
。
そ
こ
で
、
朝
顔
の
筆
跡
に
関
す
る
描

写
を
集
め
て
み
る
。

ま
ず
葵
巻
。
葵
の
上
の
喪
に
服
す
源
氏
の
も
と
へ
届
い
た
朝
顔
か
ら
の
見
舞

い
状
は
、

ほ
の
か
な
る
墨
つ
き
に
て
思
ひ
な
し
心
に
く
し
。（
葵
②
五
八
）

と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
ほ
の
か
」
は
華
や
か
で
な
い
、
控
え
め
な
線
質
を

示
す
。
筆
に
含
ま
せ
る
墨
は
多
い
ほ
ど
に
、
濃
く
太
く
主
張
の
強
い
線
を
生
み

出
す
。「
ほ
の
か
な
る
墨
つ
き
」
は
、
控
え
め
で
適
切
な
墨
の
含
ま
せ
方
を
思

わ
せ
る
。
着
飾
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
奥
ゆ
か
し
く
、
心
惹
か
れ
る
の
で
あ

る
。ま

た
賢
木
巻
に
は
、

御
手
こ
ま
や
か
に
は
あ
ら
ね
ど
、
ら
う
ら
う
じ
う
、
草さ

う

な
ど
を
か
し
う
な

り
に
け
り
。（
賢
木
②
一
二
〇
）

と
あ
る
。
こ
の
「
草
」
は
、「
草
仮
名
」
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
女
手
の
発

達
に
伴
い
、
草
仮
名
を
用
い
る
こ
と
が
減
っ
て
き
て
い
た
時
代
を
、『
源
氏
物

語
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
繊
細
で
美
し
く
は
な
く
と
も
、
草
仮

名
を
書
い
て
の
け
た
朝
顔
の
文
は
目
を
ひ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

朝
顔
巻
に
お
け
る
源
氏
と
の
贈
答
で
は
、
朝
顔
の
手
紙
に
つ
い
て
、

青
鈍
の
紙
の
な
よ
び
か
な
る
墨
つ
き
は
し
も
を
か
し
く
見
ゆ
め
り
。（
朝

顔
②
四
七
七
）

と
語
ら
れ
る
。「
な
よ
び
か
」
は
し
な
や
か
な
衣
服
や
紙
、
優
し
い
女
性
の
性

格
描
写
、
あ
る
い
は
女
性
の
容
姿
の
描
写
に
多
く
用
い
ら
れ
る
形
容
動
詞
で
あ

り
、
上
品
で
優
美
な
様
子
を
表
す

）
5
（

。
青
鈍
の
紙
は
喪
中
に
使
用
す
る
も
の
で
陰

気
な
色
だ
が
、
そ
こ
に
柔
ら
か
に
書
か
れ
た
文
字
の
色
が
か
え
っ
て
「
を
か

し
」
と
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
。
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朝
顔
は
、
源
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
冷
静
に
切
り
返
す
様
子
が
た
び
た

び
描
か
れ
る
。

○�

〔
源
氏
ノ
心
内
語
〕
つ
れ
な
な
が
ら
、
さ
る
べ
き
を
り
を
り
の
あ
は
れ
を

過
ぐ
し
た
ま
は
ぬ
、（
葵
②
五
八
）

○�

〔
源
氏
ノ
台
詞
〕
昔
よ
り
こ
よ
な
う
け
遠
き
御
心
ば
へ
な
る
を
、（
朝
顔
②

四
八
九
）

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
つ
れ
な
く
近
寄
り
が
た
い
印
象
が
語
ら
れ
る
場
面
が
あ

る
が
、
一
方
で
、
彼
女
の
書
く
文
に
つ
い
て
は
風
流
で
優
し
く
、
魅
力
的
に
描

写
さ
れ
る
。

朝
顔
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、「
墨
つ
き
」
へ
の
言
及
が
多
い
。
草
仮
名
を
使

い
こ
な
し
て
い
る
様
子
か
ら
も
、
日
頃
か
ら
書
き
慣
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ

せ
る
。
墨
の
濃
淡
の
調
節
が
絶
妙
で
、
た
と
え
そ
れ
が
つ
れ
な
い
返
歌
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
丁
寧
な
心
配
り
が
表
れ
て
い
る
。
朝
顔
は
源
氏
の
求
愛
を
拒
み

続
け
た
芯
の
あ
る
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、
教
養
高
く
、
控
え
め
で
奥
ゆ
か
し
く
、

優
し
い
性
格
を
思
わ
せ
る
。
筆
跡
描
写
に
よ
る
印
象
付
け
の
効
果
と
い
え
よ
う
。

四
人
の
女
君
を
通
し
て
、
筆
跡
が
源
氏
と
女
君
と
の
仲
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い

る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
筆
跡
描
写
は
た

だ
そ
の
人
の
特
徴
を
示
す
手
段
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
と
人
と
を
つ
な
ぎ
、

物
語
を
よ
り
豊
か
に
彩
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

書
を
め
ぐ
る
描
写
の
表
現
効
果

物
語
の
読
者
は
、
台
詞
だ
け
で
な
く
そ
れ
に
付
随
す
る
情
景
描
写
か
ら
、
場

面
を
理
解
し
、
登
場
人
物
の
心
情
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、

筆
跡
だ
け
で
そ
の
書
き
手
や
教
養
の
有
無
を
見
分
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
書
が
日

常
的
で
あ
っ
た
時
代
の
物
語
で
あ
る
。
書
を
め
ぐ
る
描
写
は
ご
く
日
常
的
で

あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
り
げ
な
さ
の
中
に
面
白
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
と
感
じ
る
。
書
に
ま
つ
わ
る
動
作
や
視
線
の
動
き
と
い
っ
た
具
体
的
な
動
き

に
着
目
し
、「
場
面
」
か
ら
書
を
め
ぐ
る
描
写
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

１
「
視
線
」
を
追
う

澪
標
巻
に
、
次
の
よ
う
な
一
場
面
が
あ
る
。
明
石
の
姫
君
の
五
十
日
の
祝
い

に
遣
わ
し
た
使
者
が
明
石
の
君
の
返
事
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
を
読
む
源
氏
と
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
紫
の
上
の
描
写
で
あ
る
。

う
ち
返
し
見
た
ま
ひ
つ
つ
、「
あ
は
れ
」
と
長
や
か
に
独
り
ご
ち
た
ま
ふ

を
、
女
君
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
、「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
と
、

忍
び
や
か
に
独
り
ご
ち
な
が
め
た
ま
ふ
を
、「
ま
こ
と
は
、
か
く
ま
で
と

り
な
し
た
ま
ふ
よ
、
こ
は
た
だ
か
ば
か
り
の
あ
は
れ
ぞ
や
。
所
の
さ
ま
な

ど
う
ち
思
ひ
や
る
時
々
、
来
し
方
の
こ
と
忘
れ
が
た
き
独
り
言
を
、
よ
う

こ
そ
聞
き
す
ぐ
い
た
ま
は
ね
」
な
ど
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
上
包
ば

か
り
を
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
手
な
ど
の
い
と
ゆ
ゑ
づ
き
て
、
や
む

ご
と
な
き
人
苦
し
げ
な
る
を
、
か
か
れ
ば
な
め
り
と
思
す
。（
澪
標
②
二

九
六
─
二
九
七
）

源
氏
は
以
前
、
明
石
の
君
の
存
在
を
紫
の
上
に
打
ち
明
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も

隠
す
こ
と
な
く
、
紫
の
上
の
目
の
前
で
手
紙
を
広
げ
る
源
氏
で
あ
る
が
、
繰
り
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返
し
読
ん
で
溜
息
を
つ
き
、
紫
の
上
の
こ
と
は
目
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
紫
の
上
は
源
氏
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
手
紙
が
気
に
な
ら
な
い
は

ず
が
な
い
。
か
と
い
っ
て
手
紙
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
、
声
を
か
け
て
覗
き
込

む
こ
と
も
で
き
ず
に
、
源
氏
の
傍
ら
に
居
る
。
横
目
に
見
な
が
ら
、
源
氏
の
た

め
息
に
重
ね
る
よ
う
に
、
嫉
妬
の
気
持
ち
を
詠
み
か
け
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
紫
の
上
に
対
し
て
、
源
氏
は
軽
く
い
や
み
を
言
っ
て
、
明
石
の
君
の

手
紙
の
上
包
だ
け
を
見
せ
る
。
紫
の
上
は
、
そ
の
見
事
な
筆
跡
に
感
嘆
す
る
。

明
石
の
君
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
明
石
巻
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

手
の
さ
ま
書
き
た
る
さ
ま
な
ど
、
や
む
ご
と
な
き
人
に
い
た
う
劣
る
ま
じ

う
上
衆
め
き
た
り
。（
明
石
②
二
五
〇
）

共
通
す
る
の
は
、
高
貴
な
女
性
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
見
事
な
筆
跡
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
包
の
文
字
だ
け
で
源
氏
の
執
心
に
つ
い
て
紫
の
上
を
納

得
す
ら
さ
せ
て
し
ま
う
明
石
の
君
は
、
ど
れ
ほ
ど
魅
力
的
な
女
性
な
の
だ
ろ
う

か
。
明
石
の
君
の
手
紙
を
め
ぐ
る
源
氏
と
紫
の
上
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
紫

の
上
の
反
応
一
つ
ひ
と
つ
か
ら
読
者
は
紫
の
上
の
心
の
動
き
を
読
み
取
る
。
そ

し
て
、
明
石
の
君
の
魅
力
を
再
認
識
す
る
。
夫
婦
関
係
を
描
く
ド
ラ
マ
の
ワ
ン

シ
ー
ン
の
よ
う
な
、
日
常
的
な
描
写
が
効
果
的
に
生
き
て
い
る
場
面
と
い
え
よ

う
。ま

た
、
松
風
巻
の
あ
る
場
面
は
、
先
に
挙
げ
た
澪
標
巻
と
同
様
、
紫
の
上
の

不
機
嫌
な
様
子
が
そ
の
仕
草
か
ら
推
察
で
き
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

明
石
の
君
の
元
を
訪
れ
、
予
定
よ
り
も
遅
く
帰
邸
し
た
源
氏
に
対
し
、
紫
の

上
の
態
度
は
不
満
げ
で
あ
る
。
そ
ん
な
紫
の
上
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
、
源
氏

は
明
石
の
君
に
宛
て
た
手
紙
を
こ
っ
そ
り
し
た
た
め
る
。

暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
に
、
ひ
き
そ
ば
め
て
急
ぎ
書

き
た
ま
ふ
は
か
し
こ
へ
な
め
り
、
側
目
こ
ま
や
か
に
見
ゆ
。
う
ち
さ
さ
め

き
て
遣
は
す
を
、
御
達
な
ど
憎
み
き
こ
ゆ
。（
松
風
②
四
二
二
）

紫
の
上
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
る
と
は
い
え
、
手
紙
へ
の
気

持
ち
の
込
め
よ
う
は
隠
し
き
れ
て
い
な
い
。
紫
の
上
づ
き
の
女
房
た
ち
に
も

し
っ
か
り
と
目
撃
さ
れ
て
い
る
。

あ
り
つ
る
御
返
り
持
て
参
れ
り
。
え
ひ
き
隠
し
た
ま
は
で
御
覧
ず
。
こ
と

に
憎
か
る
べ
き
節
も
見
え
ね
ば
、「
こ
れ
破
り
隠
し
た
ま
へ
。（
中
略
）」

と
て
、
御
脇
息
に
寄
り
ゐ
た
ま
ひ
て
、
御
心
の
中
に
は
、
い
と
あ
は
れ
に

恋
し
う
思
し
や
ら
る
れ
ば
、
灯
を
う
ち
な
が
め
て
、
こ
と
に
も
の
も
の
た

ま
は
ず
。
文
は
広
ご
り
な
が
ら
あ
れ
ど
、
女
君
見
た
ま
は
ぬ
や
う
な
る
を
、

「
せ
め
て
見
隠
し
た
ま
ふ
御
眼
尻
こ
そ
わ
づ
ら
は
し
け
れ
」
と
て
う
ち
笑

み
た
ま
へ
る
、
御
愛
敬
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
こ
ぼ
れ
ぬ
べ
し
。（
松
風
②
四

二
二
─
四
二
三
）

夜
に
な
り
、
明
石
の
君
か
ら
の
返
事
が
到
着
す
る
。
紫
の
上
の
手
前
、
隠
す
こ

と
も
で
き
ず
、
や
ま
し
い
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
堂
々
と
手
紙
を
広
げ

る
。
源
氏
は
手
紙
を
破
り
捨
て
て
く
れ
と
ま
で
言
う
が
、
手
紙
を
広
げ
た
ま
ま

脇
息
に
も
た
れ
か
か
り
、
紫
の
上
の
目
の
前
で
明
石
の
君
を
想
う
の
で
あ
る
。

紫
の
上
は
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
手
紙
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
気
に
な

り
な
が
ら
も
不
機
嫌
そ
う
に
目
線
を
そ
ら
す
様
子
は
、
源
氏
の
「
せ
め
て
見
隠

し
た
ま
ふ
御
眼
尻
」
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
で
き
る
。

紫
の
上
の
発
言
を
描
か
ず
、
手
紙
へ
の
視
線
に
着
目
す
る
こ
と
で
二
人
の
少

し
気
づ
ま
り
な
空
気
感
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
手
法
で
あ



─ 79 ─

成蹊國文 第四十九号 （2016）

る
。
手
紙
を
扱
う
動
作
を
さ
り
げ
な
く
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
日
常
に
あ
り
ふ

れ
た
男
の
秘
密
や
女
の
嫉
妬
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２

懐
紙
を
め
ぐ
っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
、
文
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
背
景
ま
で
想
像
さ
せ
る
物
語

で
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
持
つ
印
象
で
あ
る
。
物
語
を
読
み
、
面
白
い
と
感

じ
る
か
そ
う
で
な
い
か
は
、
登
場
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
今
後
の
展
開

を
、
頭
の
中
で
映
像
と
し
て
想
像
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
語
り
手
の
手
腕
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

空
蝉
巻
に
お
い
て
、
あ
る
「
懐
紙
」
を
め
ぐ
る
源
氏
と
空
蝉
と
の
や
り
取
り

が
描
か
れ
た
場
面
を
以
下
に
見
て
い
こ
う
。

帚
木
巻
で
の
逢
瀬
以
降
、
空
蝉
は
源
氏
を
拒
否
し
続
け
て
い
た
。
思
い
を
募

ら
せ
た
源
氏
は
つ
い
に
空
蝉
巻
で
、
空
蝉
の
寝
所
に
忍
び
込
む
。
と
こ
ろ
が
源

氏
の
気
配
に
気
づ
い
た
空
蝉
は
、
自
身
の
着
て
い
た
小
袿
を
一
枚
残
し
て
逃
げ

出
し
た
。

し
ば
し
う
ち
休
み
た
ま
へ
ど
、
寝
ら
れ
た
ま
は
ず
。
御
硯
い
そ
ぎ
召
し
て
、

さ
し
は
へ
た
る
御
文
に
は
あ
ら
で
、
畳
紙
に
手
習
の
や
う
に
書
き
す
さ
び

た
ま
ふ
。

�

空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き

か
な

と
書
き
た
ま
へ
る
を
懐
に
ひ
き
入
れ
て
持
た
り
。（
空
蝉
①
一
二
九
─
一

三
〇
）

仕
方
な
く
空
蝉
の
小
袿
を
持
ち
帰
っ
た
源
氏
は
そ
の
香
り
に
慕
わ
し
さ
を
感
じ

な
が
ら
、
寝
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
そ
こ
で
急
い
で
硯
を
用
意
し
、
畳

紙
に
空
蝉
へ
の
思
い
の
丈
を
書
き
付
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。「
手
習
の

や
う
に
書
き
す
さ
び
た
ま
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
手
持
ち
の
懐
紙
に
思
う
ま
ま
に

書
き
付
け
て
い
る
様
子
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
さ
し
は
へ
た

る
御
文
に
は
あ
ら
で
、」
と
い
う
前
置
き
に
着
目
し
た
い
。
あ
く
ま
で
い
た
ず

ら
書
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
相
手
に
届
け
る
目
的
は
持
っ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
届
け
る
意
志
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
誰
に

も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
書
く
は
ず
で
あ
る
。「
さ
し
は
へ
た
る
御
文
に
は
あ
ら

で
」
と
い
う
前
置
き
は
、
こ
の
畳
紙
が
見
る
か
ら
に
手
紙
ら
し
く
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
。
い
く
ら
手
紙
を
贈
っ
て
も
振
り
向
こ
う
と
は
し
て
く
れ
な
い
空
蝉

に
自
分
の
気
持
ち
を
示
す
術
と
し
て
、
源
氏
は
こ
の
形
式
を
選
ん
だ
、
と
私
は

考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
意
図
的
で
は
な
い
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
た
ず
ら
書
き

の
畳
紙
を
届
け
、
日
常
的
に
こ
ん
な
に
も
君
を
想
っ
て
い
る
の
だ
と
暗
に
示
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
れ
な
き
人
も
さ
こ
そ
し
づ
む
れ
、
い
と
あ
さ
は
か
に
も
あ
ら
ぬ
御
気
色

を
、
あ
り
し
な
が
ら
の
わ
が
身
な
ら
ば
と
、
と
り
返
す
も
の
な
ら
ね
ど
、

忍
び
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
御
畳
紙
の
片
つ
方
に
、

�

空
蝉
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
袖
か

な
（
空
蝉
①
一
三
一
）

源
氏
の
和
歌
は
小
君
の
手
で
空
蝉
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
空
蝉
は
、
未
婚
の

ま
ま
の
身
の
上
だ
っ
た
な
ら
と
わ
が
身
を
疎
む
。
空
蝉
巻
は
、
こ
の
空
蝉
の
和

歌
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
私
が
強
調
し
た
い

の
は
、
一
首
の
和
歌
だ
け
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
源
氏
の
畳
紙
に
和
歌
を
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書
き
付
け
る
空
蝉
の
姿
そ
の
も
の
を
俯
瞰
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
描
写
の
面

白
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
箇
所
を
も
う
一
度
、
頭
の
中
に
映
像
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
読
ん

で
み
て
ほ
し
い
。

「
あ
り
し
な
が
ら
の
わ
が
身
な
ら
ば
と
、
と
り
返
す
も
の
な
ら
ね
ど
、
忍
び

が
た
け
れ
ば
、」
で
空
蝉
の
心
の
内
と
、
行
動
に
至
る
経
緯
が
明
か
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、「
こ
の
御
畳
紙
の
片
つ
方
に
、」
と
、
先
ほ
ど
の
「
御
畳
紙
」
が
映
し

出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
源
氏
の
和
歌
が
あ
り
、
そ
の
端
の
余
白
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
そ
し
て
読
者
は
、
そ
の
「
御
畳
紙
」
の
「
片
つ
方
」
に
、
空

蝉
が
和
歌
を
書
き
付
け
る
姿
、
そ
の
手
元
を
想
像
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
気
持
ち

を
内
包
し
た
二
つ
の
歌
が
書
き
付
け
ら
れ
た
一
枚
の
懐
紙
が
そ
こ
に
あ
る
だ
け
、

と
い
う
情
景
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
空
蝉
巻
の
映
像
は
止
ま
る
。
懐
紙
を
折
り

畳
む
空
蝉
の
表
情
や
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
懐
紙
は
源

氏
の
元
に
届
け
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
捨
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
う

い
っ
た
一
切
の
描
写
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

読
者
は
続
き
を
知
り
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
懐
紙
を
前
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、

次
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
ま
で
に
訪
れ
る
少
し
の
沈
黙
と
、
ま
っ
た
く
異
な
る

シ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
瞬
間
に
感
じ
る
じ
れ
っ
た
さ
ま
で
も
が
計
算
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
物
語
の
展
開
に
取
り
残
さ
れ
て
余
韻
に
浸
る
し
か

な
い
読
者
、
あ
る
い
は
次
の
場
面
を
受
け
入
れ
よ
う
と
読
み
進
め
る
読
者
、
そ

の
ど
ち
ら
も
、
す
で
に
物
語
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。

３

二
人
を
つ
な
ぐ
も
の

葵
巻
に
お
い
て
、
源
氏
は
紫
の
上
と
新
枕
を
か
わ
す
。
そ
の
直
後
の
二
人
を

描
い
た
場
面
が
と
て
も
興
味
深
い
。

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
た
だ
こ
な
た
に
て
碁
打
ち
、
偏
つ
ぎ
な
ど
し
つ

つ
日
を
暮
ら
し
た
ま
ふ
に
、
心
ば
へ
の
ら
う
ら
う
じ
く
愛
敬
づ
き
、
は
か

な
き
戯
れ
ご
と
の
中
に
も
う
つ
く
し
き
筋
を
し
出
で
た
ま
へ
ば
、
思
し
放

ち
た
る
年
月
こ
そ
、
た
だ
さ
る
方
の
ら
う
た
さ
の
み
は
あ
り
つ
れ
、
忍
び

が
た
く
な
り
て
、
心
苦
し
け
れ
ど
、
い
か
が
あ
り
け
む
、
人
の
け
ぢ
め
見

た
て
ま
つ
り
分
く
べ
き
御
仲
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
男
君
は
と
く
起
き
た
ま
ひ

て
、
女
君
は
さ
ら
に
起
き
た
ま
は
ぬ
朝
あ
り
。（
葵
②
七
〇
）

源
氏
が
可
愛
ら
し
さ
ば
か
り
を
感
じ
て
い
た
紫
の
上
は
、
少
し
離
れ
て
い
た
間

に
女
性
ら
し
く
、
大
人
ら
し
く
成
長
し
て
い
た
。
一
人
前
の
女
性
と
し
て
見
る

に
ふ
さ
わ
し
い
紫
の
上
の
姿
に
、
父
や
兄
と
し
て
で
は
な
く
一
人
の
男
と
し
て
、

抑
え
が
た
い
心
情
を
抱
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
「
す
る
こ
と

が
な
く
て
退
屈
な
さ
ま
、
所
在
な
い
さ
ま

）
6
（

」
の
意
で
あ
ろ
う
。
葵
の
上
の
死
に

加
え
、
紫
の
上
の
成
長
は
源
氏
の
心
の
揺
れ
を
生
み
出
し
、
源
氏
は
何
事
も
手

に
つ
か
ず
所
在
な
く
過
ご
す
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
源
氏
は
紫
の
上
へ
の
思

い
を
さ
ら
に
募
ら
せ
る
。
源
氏
の
心
情
の
動
き
や
行
動
が
語
り
手
の
感
想
を
交

え
な
が
ら
描
か
れ
、
源
氏
の
浮
つ
い
た
気
持
ち
と
も
ど
か
し
さ
が
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
読
者
に
と
っ
て
は
テ
ン
ポ
よ
く
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か

二
人
が
「
後
朝
」
を
迎
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
場
面
で
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、
源
氏
の
衝
動
に
よ
っ
て
迎
え

る
こ
と
と
な
っ
た
新
枕
の
翌
朝
の
こ
と
で
あ
る
。

君
は
渡
り
た
ま
ふ
と
て
、
御
硯
の
箱
を
御
帳
の
内
に
さ
し
入
れ
て
お
は
し
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に
け
り
。
人
間
に
、
か
ら
う
じ
て
頭
も
た
げ
た
ま
へ
る
に
、
ひ
き
結
び
た

る
文
御
枕
の
も
と
に
あ
り
。
何
心
も
な
く
ひ
き
開
け
て
見
た
ま
へ
ば
、

�
あ
や
な
く
も
隔
て
け
る
か
な
夜
を
重
ね
さ
す
が
に
馴
れ
し
夜
の
衣
を

と
書
き
す
さ
び
た
ま
へ
る
や
う
な
り
。
か
か
る
御
心
お
は
す
ら
む
と
は
か

け
て
も
思
し
よ
ら
ざ
り
し
か
ば
、
な
ど
て
か
う
心
憂
か
り
け
る
御
心
を
う

ら
な
く
頼
も
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
け
む
、
と
あ
さ
ま
し
う
思
さ
る
。

（
葵
②
七
〇
─
七
一
）

源
氏
は
女
房
た
ち
に
自
室
に
戻
る
旨
を
伝
え
、
去
り
際
に
「
御
硯
の
箱
」（
以

下
、
硯
箱
と
記
す
）
を
御
帳
の
内
側
に
差
し
入
れ
る
。
硯
箱
と
は
、
筆
や
墨
、

料
紙
と
い
っ
た
道
具
類
を
納
め
た
箱
の
こ
と
で
あ
る
。「
女
君
は
さ
ら
に
起
き

た
ま
は
ぬ
朝
」
の
こ
と
で
、
紫
の
上
の
姿
は
ま
だ
見
え
な
い
。
源
氏
も
そ
の
場

を
去
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
読
者
の
視
線
は
差
し
入
れ
ら
れ
た
硯
箱
に
残
さ
れ
る
。

そ
し
て
今
度
は
、
紫
の
上
の
行
動
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
周
囲
に
人
が
い
な

く
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
紫
の
上
が
頭
を
上
げ
る
と
、
そ
の
視
線
の
先
に
は
一

通
の
手
紙
が
置
か
れ
て
い
る
。
何
気
な
く
開
い
て
み
る
と
、
源
氏
か
ら
の
手
紙

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
後
朝
の
文
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
源
氏
が
置
い

た
の
は
、
こ
の
手
紙
を
入
れ
た
硯
箱
だ
っ
た
の
だ
と
気
付
く
。
二
人
の
中
心
に

「
手
紙
」
を
置
き
、
そ
こ
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
す
れ
違
う
源
氏
と
紫
の

上
を
効
果
的
に
描
い
て
い
る
。

昼
近
く
に
な
っ
て
源
氏
が
紫
の
上
の
元
に
戻
っ
て
く
る
。

御
衾
を
ひ
き
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
汗
に
お
し
漬
し
て
、
額
髪
も
い
た
う
濡

れ
た
ま
へ
り
。「
あ
な
、
う
た
て
。
こ
れ
は
い
と
ゆ
ゆ
し
き
わ
ざ
ぞ
よ
」

と
て
、
よ
ろ
づ
に
こ
し
ら
へ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
ま
こ
と
に
い
と
つ
ら
し

と
思
ひ
た
ま
ひ
て
、
つ
ゆ
の
御
答
へ
も
し
た
ま
は
ず
。「
よ
し
よ
し
。
さ

ら
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
。
い
と
恥
づ
か
し
」
な
ど
怨
じ
た
ま
ひ
て
、
御

硯
あ
け
て
見
た
ま
へ
ど
物
も
な
け
れ
ば
、
若
の
御
あ
り
さ
ま
や
、
と
ら
う

た
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
日
ひ
と
日
入
り
ゐ
て
慰
め
き
こ
え
た
ま

へ
ど
、
解
け
が
た
き
御
気
色
い
と
ど
ら
う
た
げ
な
り
。（
葵
②
七
一
─
七

二
）

紫
の
上
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
慕
っ
て
き
た
源
氏
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
行
動
に
動
揺

し
て
い
る
。
後
朝
の
文
に
対
す
る
「
な
ど
て
か
う
心
憂
か
り
け
る
御
心
を
う
ら

な
く
頼
も
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
け
む
」（
葵
②
七
一
）
と
い
う
感
想
に
は
、

源
氏
を
信
頼
し
き
っ
て
い
た
我
が
身
に
対
す
る
自
責
の
念
す
ら
表
れ
て
い
る
。

紫
の
上
は
、
源
氏
に
対
す
る
嫌
悪
や
不
信
と
い
っ
た
様
々
な
感
情
を
整
理
で
き

ず
に
不
貞
腐
れ
て
い
る
。
無
視
を
決
め
込
ん
だ
紫
の
上
は
源
氏
の
言
葉
に
対
し

て
一
言
も
返
し
て
い
な
い
。
会
話
の
な
い
中
で
、
源
氏
に
紫
の
上
の
心
情
を
知

ら
せ
る
の
は
、
硯
箱
の
役
目
で
あ
る
。
源
氏
は
先
ほ
ど
の
硯
箱
を
開
け
る
が
、

中
に
返
歌
は
な
い
。

硯
箱
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
場
面
に
登
場
す
る
硯
箱
は
「
御
硯
あ
け
て
見
た

ま
へ
ど
」（
葵
②
七
二
）
と
い
う
描
写
か
ら
、
蓋
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
一
方
で
、
後
朝
の
文
が
発
見
さ
れ
る
箇
所
に
遡
る
と
、
紫
の
上
が
硯
箱
を

開
け
る
描
写
が
な
い
。
視
線
を
向
け
る
と
目
に
入
る
の
は
「
ひ
き
結
び
た
る

文
」
で
あ
る
。
作
者
の
省
筆
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
源
氏
の
気
遣
い
に
よ
っ
て

開
け
た
状
態
で
置
か
れ
た
の
か
判
断
し
か
ね
る
が
、
私
は
後
者
の
可
能
性
を
感

じ
て
い
る
。
開
い
て
い
た
硯
箱
の
蓋
は
、
源
氏
が
再
度
見
た
と
き
に
は
閉
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
開
け
て
み
る
と
中
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
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紫
の
上
か
ら
の
返
事
が
な
い
こ
と
と
同
時
に
、
紫
の
上
が
源
氏
の
文
を
見
た
と

い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
硯
箱
を
通
し
て
、
手
紙
を
見
た
上
で
返
事
を
書

け
ず
に
い
る
紫
の
上
の
動
揺
を
読
み
取
っ
た
源
氏
は
、
そ
う
し
た
幼
さ
を
見
せ

る
紫
の
上
が
愛
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
会
話
や
心
内
語
に
頼
ら
ず
、
仕
草
を
中
心
に
描
く
こ
と
で
情

景
を
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
、
よ
り
映
像
的
に
場
面
展
開
を
想
像
さ

せ
る
工
夫
の
一
つ
と
し
て
、
人
物
を
つ
な
ぐ
媒
体
と
な
る
何
か
に
焦
点
を
当
て

る
の
は
効
果
的
な
手
法
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割
を
担
う
の
は
、
日
常

に
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
ぜ
な
ら
よ
り
自
然
に
、
主

役
た
ち
の
描
写
を
彩
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
場
面
で
は

硯
箱
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
今
ま
で
取
り
上
げ
た
例
で
示
す
と
、「
１

「
視
線
」
を
追
う
」
で
は
明
石
の
君
の
手
紙
、「
２

懐
紙
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は

源
氏
の
懐
紙
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
は
、
当
時
の
貴
族

社
会
の
日
常
風
景
を
知
る
こ
と
で
も
あ
り
、
作
者
紫
式
部
の
表
現
力
の
豊
か
さ

を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
中

に
は
、「
書
」
を
め
ぐ
る
描
写
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
女
君
の
生
い
立
ち

や
性
格
は
語
り
手
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
手
紙
に
つ
い
て
は

和
歌
や
心
内
語
に
よ
っ
て
心
情
や
そ
の
背
景
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆

跡
、
癖
や
字
配
り
に
言
及
し
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
小
道
具
を
描
か
な
く
て
も
、

物
語
は
き
ち
ん
と
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う

な
長
編
大
作
に
も
な
れ
ば
、
手
紙
の
や
り
と
り
や
、
何
気
な
い
会
話
の
一
つ
ひ

と
つ
に
こ
だ
わ
っ
て
個
性
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
に

も
関
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
描
写
が
形
を
変
え
て
次
々
と
作
中
に
表
れ
る
の
は
、

読
者
を
物
語
の
世
界
へ
と
引
き
込
む
重
要
な
役
割
を
持
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
書
く
こ
と
」
が
生
活
の
一
部
で
あ
っ
た
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
「
書
」

は
生
活
の
中
に
当
た
り
前
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
跡
に
は
、
書
き
手
の
性
格
や
心
情
が
表
れ
る
。
ま
た
、

人
と
人
と
を
繋
ぐ
手
紙
や
、
ふ
と
目
を
や
る
と
そ
こ
に
あ
る
硯
箱
な
ど
、
日
常

に
あ
り
ふ
れ
た
「
書
」
を
描
写
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
交
流
を
よ
り
現
実
的
に
、

自
然
に
伝
え
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ま
る
で
実
際
に
起
き
た
出
来
事
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
を
生
き
生
き
と
動
か
す
の
で
あ
る
。
書
の
描

写
に
着
目
す
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
日
常
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、

物
語
の
読
み
は
よ
り
豊
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊�

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
拠
り
、
そ
の
巻

数
と
頁
数
を
示
し
た
。

注
１�

朴
英
美
「『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
筆
跡
に
つ
い
て
」（『
人
間
文
化
創
成
科

学
論
叢
』
第
一
七
巻
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
は
、「
生
霊
が
自
分
で
あ
る
と
知
ら
れ
て

い
る
か
ど
う
か
気
に
か
か
る
心
の
不
安
か
ら
、「
見
ら
れ
る
」
意
識
を
も
つ
御
息
所
は
、

手
紙
に
心
の
乱
れ
が
表
れ
な
い
よ
う
に
、
入
念
に
文
字
を
書
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
」
と
指
摘
す
る
。

２�
注
１
論
文
は
、「
手
紙
を
簡
略
に
し
、
源
氏
に
「
あ
は
れ
な
る
け
」
が
足
り
な
い
と

思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
、
源
氏
へ
の
未
練
を
断
ち
切
る
決
意
を
表
わ
し
て
い
る
」
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と
指
摘
す
る
。

３

注
１
論
文
。

４�

朴
英
美
「
薄
く
書
く
和
歌

─
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
と
し
て
の

筆
跡

─
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
五
年
六
月
号
）
は
、「
筆
跡
に
つ
い
て
い
う
「
ほ

の
か
」
は
、
文
字
が
鮮
明
に
見
え
な
い
様
子
を
言
」
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

５�

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
な
よ
び
か
な
り
」
の
用
例

は
以
下
の
一
一
例
で
あ
っ
た
。
帚
木
①
五
三
、
帚
木
①
六
三
、
朝
顔
②
四
七
七
、
胡

蝶
③
一
七
九
、
真
木
柱
③
三
五
六
、
梅
枝
③
四
〇
六
、
若
菜
下
④
一
九
二
、
夕
霧
巻

④
四
〇
七
、
総
角
⑤
二
三
〇
、
総
角
⑤
三
〇
三
、
総
角
⑤
三
二
六
。

６
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）。

（
す
ず
き
・
み
づ
ほ

平
成
二
十
六
年
度
卒
業
生
）


