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一
、
は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
人
物
論
が
可
能
に
な
る
の
は
、
増
田
繁
夫
氏
に

よ
る
と
、
澪
標
巻
か
ら
だ
と
い
う
。
筋
や
事
件
中
心
の
文
脈
が
、
こ
の
巻
を

境
に
作
中
人
物
の
内
面
の
方
に
も
向
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が１
、
澪
標
巻
の

大
き
な
特
徴
と
い
え
ば
、
光
源
氏
の
復
帰
と
冷
泉
帝
即
位
と
い
う
、
政
治
状

況
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
伴
い
、
作
中
人
物
の
言
動
の
あ
り
方
も
「
飛

躍
し
、
そ
れ
ま
で
の
姿
と
は
つ
な
が
り
に
く
い
よ
う
な
傾
向
を
見
せ
る２
」
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
、
以
前
の
巻
と
は
違
う
人
物
像
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

は
や
く
清
水
好
子
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
の
人
物
造
型
が
場
面
性
・
局
面
性

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
点
か
ら
、
主
題
や
筋
の
要
請
に
よ
っ
て
人
物
が

変
化
し
、
筋
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た３
。
こ
れ
を
物
語
全
体
の
本
質

と
し
て
と
ら
え
た
森
一
郎
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
人
物
造
型
は
、

あ
る
人
物
の
必
然
を
追
求
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
物
語
の
構
想
・
主
題
に

「
奉
仕
」
せ
し
め
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る４
と
論
じ
た
。
こ
れ
は
「
人
物
論

の
根
幹
を
規
定
す
る
優
れ
た
提
言５
」
と
し
て
大
方
の
賛
同
を
得
た
見
解
で
あ

り
、
増
田
氏
も
、
近
代
の
小
説
と
は
異
な
っ
た
、「
古
代
の
物
語
と
し
て
の

源
氏
物
語
の
作
中
人
物
の
あ
り
方
を
明
確
に
指
摘
し
た６
」
と
評
価
し
た
。

　

そ
う
し
た
作
中
人
物
の
あ
り
方
の
、
も
っ
と
も
顕
著
な
一
例
と
し
て
よ
く

取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
頭
中
将７
で
あ
る
。
須
磨
巻
ま
で
源
氏
の
親
友
で
あ
っ

た
は
ず
の
人
物
が
、
絵
合
巻
で
一
変
し
敵
役
に
ま
わ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
「
一
変
」
す
る
と
理
解
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
頭
中
将
が
事
実
上
は
じ
め
て
登
場
す

る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
読
み
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
、
物
語
内

に
お
け
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
位
置
づ
け
は
、
源
氏
を
中
の
品
へ
導
く
た

め
の
動
機
づ
け
の
機
能
を
重
視
し
た
影
響
限
定
説
と
、
そ
の
女
性
論
の
影
響

が
全
編
に
及
ん
で
い
る
と
み
る
総
序
説
に
お
お
む
ね
分
か
れ
て
議
論
さ
れ
て

き
た８
。
し
か
し
従
来
の
議
論
で
は
、
女
に
関
す
る
頭
中
将
個
人
の
意
見
を
一

般
論
と
し
て
扱
い
が
ち
で
あ
っ
て
、
ま
た
源
氏
に
関
し
て
も
聞
き
役
に
終
始

し
て
い
る
と
い
っ
た
理
解
に
留
ま
っ
て
お
り
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
も
つ

寓
意
性
は
充
分
に
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え

に
澪
標
巻
以
降
の
頭
中
将
と
光
源
氏
の
対
立
関
係
、
さ
ら
に
頭
中
将
の
人
物

　

頭
中
将
と
光
源
氏

─
─ 『
源
氏
物
語
』「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
寓
意
性 

─
─
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像
に
大
き
く
か
か
わ
る
糸
口
を
見
落
と
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
は
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
が
す
く
な
く
と
も
藤
裏
葉
巻
ま
で
三
十
三

帖
の
世
界
を
読
み
解
く
カ
ギ
を
内
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
る
立

場
、
も
し
く
は
『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
総
序
た
り
う
る
と
す
る
立
場９
か
ら
、

「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
の
頭
中
将
と
光
源
氏
そ
れ
ぞ
れ
の
、
女
性
に
関
す
る

発
言
・
態
度
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
品
定
め
」
の
寓
意
性
を
従
来
よ

り
踏
み
込
ん
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
「
絵
合
」
と
照
ら
し

合
わ
せ
た
考
察
を
展
開
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
「
雨
夜
の
品

定
め
」
で
、
中
の
品
の
女
論
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
、
源
氏
と
頭
中
将
の
女

を
め
ぐ
る
観
点
の
違
い
、
そ
れ
に
物
事
に
対
す
る
姿
勢
の
差
が
、
遠
く
後
の

「
絵
合
」
で
前
面
に
浮
上
し
表
面
化
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
個

人
的
あ
る
い
は
私
的
と
も
い
え
る
、
二
人
の
女
性
観
・
倫
理
観
と
い
う
べ
き

も
の
が
後
の
政
権
争
い
に
か
か
わ
り
物
質
的
な
力
、
政
治
的
な
力
へ
と
変
換

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
娘
の
教
育
観
に
も
及
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
は
、
物
語
構
想
に

お
け
る
綿
密
な
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
で
、
か
つ

て
統
一
性
に
欠
け
て
い
る
と
評
さ
れ
て
き
た
頭
中
将
の
人
物
像
を
検
討
し
な

お
す
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
源
氏
の
あ
り
よ
う
を
と

ら
え
な
お
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

二
、「
吉
祥
天
女
」
を
め
ぐ
る
頭
中
将
と
源
氏
の
〈
笑
ひ
〉

　
「
雨
夜
の
品
定
め
」
は
物
忌
み
で
宮
中
に
こ
も
っ
て
い
る
源
氏
の
と
こ
ろ

へ
頭
中
将
が
訪
ね
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
に
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
が
加

わ
り
中
の
品
を
め
ぐ
る
女
性
論
へ
と
展
開
す
る
が
、
そ
こ
で
の
源
氏
と
頭
中

将
の
姿
は
か
な
り
対
比
的
で
あ
る
。
以
下
に
関
連
本
文
を
あ
げ
る
。

【
関
連
本
文
Ａ
】（
─
は
源
氏
に
、
…
は
頭
中
将
に
関
わ
る
文
）

①
〔
頭
中
将
が
〕（
ａ
）「
女
の
、
こ
れ
は
し
も
と
難
つ
く
ま
じ
き
は
か
た
く

も
あ
る
か
な
と
、
や
う
や
う
な
む
見
た
ま
へ
知
る
。
…
〔
す
ば
ら
し
い

女
が
い
る
と
聞
き
〕
ま
こ
と
か
と
見
も
て
ゆ
く
に
、
見
劣
り
せ
ぬ
や
う
は

な
く
な
む
あ
る
べ
き
」
と
う
め
き
た
る
気
色
も
恥
づ
か
し
げ
な
れ
ば
、

〔
源
氏
は
〕（
ｂ
）
い
と
な
べ
て
は
あ
ら
ね
ど
、
…
う
ち
ほ
ほ
笑
み
て
、「
そ

の
片
か
ど
も
な
き
人
は
あ
ら
む
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
…
（
ｃ
）
中

の
品
に
な
む
、
人
の
心
々
お
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
お
も
む
き
も
見
え

て
、
分
か
る
べ
き
こ
と
か
た
が
た
多
か
る
べ
き
。
…
」
と
て
、
い
と
く 

ま
な
げ
な
る
気
色
な
る
も
、
ゆ
か
し
く
て
、〔
源
氏
は
〕「
そ
の
品
々
や

い
か
に
。
い
づ
れ
を
三
つ
の
品
に
お
き
て
か
分
く
べ
き
。
…
」
と
問
ひ

た
ま
ふ
…
〔
頭
中
将
が
〕「
…
（
ｄ
）
な
ま
な
ま
の
上
達
部
よ
り
も
、
非

参
議
の
四
位
ど
も
の
、
世
の
お
ぼ
え
口
惜
し
か
ら
ず
、
も
と
の
根
ざ
し

い
や
し
か
ら
ぬ
、
や
す
ら
か
に
身
を
も
て
な
し
ふ
る
ま
ひ
た
る
、
い
と

か
は
ら
か
な
り
や
。
家
の
内
に
足
ら
ぬ
こ
と
な
ど
、
は
た
、
な
か
め
る

ま
ま
に
、
省
か
ず
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も
て
か
し
づ
け
る
む
す
め
な
ど
の
、 

お
と
し
め
が
た
く
生
ひ
出
づ
る
も
あ
ま
た
あ
る
べ
し
。
宮
仕
に
出
で
立 

ち
て
、
思
ひ
が
け
ぬ
幸
ひ
と
り
出
づ
る
例
ど
も
多
か
り
か
し
」
な
ど
言

へ
ば
、〔
源
氏
は
〕（
ｅ
）「
す
べ
て
に
ぎ
は
は
し
き
に
よ
る
べ
き
な
な
り
」

と
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
を
、（
ｆ
）「
別
人
の
言
は
む
や
う
に
心
得
ず
仰
せ

ら
る
」
と
中
将
憎
む
。（
帚
木　

五
六
～
六
〇
）

②
〔
左
馬
頭
が
〕「
…
す
ぐ
れ
て
瑕
な
き
方
の
選
び
に
こ
そ
及
ば
ざ
ら
め
、

さ
る
方
に
て
棄
て
が
た
き
も
の
を
は
」
…
い
で
や
、（
ｇ
）
上
の
品
と

思
ふ
に
だ
に
か
た
げ
な
る
世
を
、
と
〔
源
氏
の
〕
君
は
思
す
べ
し
。（
ｈ
）
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白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
よ
か
な
る
に
、
直
衣
ば
か
り
を
し
ど
け
な
く
着

な
し
た
ま
ひ
て
、
紐
な
ど
も
う
ち
捨
て
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
御
灯
影

い
と
め
で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
。（
ｉ
）
こ
の
御
た

め
に
は
上
が
上
を
選
り
出
で
て
も
、
な
ほ
あ
く
ま
じ
く
見
え
た
ま
ふ
。

（
帚
木　

六
一
）

③
馬
頭
、
物
定
め
の
博
士
に
な
り
て
、
ひ
ひ
ら
き
ゐ
た
り
。（
ｊ
）
中
将

は
こ
の
こ
と
わ
り
聞
き
は
て
む
と
、
心
入
れ
て
あ
へ
し
ら
ひ
ゐ
た
ま
へ

り
。〔
馬
頭
が
若
い
こ
ろ
の
自
分
の
体
験
談
を
話
そ
う
と
す
る
と
〕
近
く
ゐ
寄

れ
ば
、（
ｋ
）
君
も
目
覚
ま
し
た
ま
ふ
。（
ｌ
）
中
将
、
い
み
じ
く
信
じ
て
、 

頬
杖
を
つ
き
て
向
か
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
。
法
の
師
の
、
世
の
こ
と
わ
り
説

き
聞
か
せ
む
所
の
心
地
す
る
も
、
か
つ
は
を
か
し
け
れ
ど
、
か
か
る
つ

い
で
は
、
お
の
お
の
睦
言
も
え
忍
び
と
ど
め
ず
な
む
あ
り
け
る
。（
帚

木　

六
九
～
七
一
）

④
〔
左
馬
頭
の
指
食
い
女
と
浮
気
な
女
の
話
を
聞
い
て
〕（
ｍ
）
中
将
、
例
の
う

な
づ
く
。（
ｎ
）
君
、
す
こ
し
か
た
笑
み
て
、
さ
る
こ
と
と
は
思
す
べ

か
め
り
。「
い
づ
方
に
つ
け
て
も
、
人
わ
ろ
く
は
し
た
な
か
り
け
る
み

物
語
か
な
」
と
て
、
う
ち
笑
ひ
お
は
さ
う
ず
。（
帚
木　

八
〇
～
八
一
）

⑤
〔
頭
中
将
が
〕「
…
（
ｏ
）
こ
の
さ
ま
ざ
ま
の
よ
き
か
ぎ
り
を
と
り
具
し
、

難
ず
べ
き
く
さ
は
ひ
ま
ぜ
ぬ
人
は
、
い
づ
こ
に
か
は
あ
ら
む
。
吉
祥
天

女
を
思
ひ
か
け
む
と
す
れ
ば
、
法
気
づ
き
霊
し
か
ら
む
こ
そ
、
ま
た
、

わ
び
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
」
と
て
、（
ｐ
）
み
な
笑
ひ
ぬ
。（
帚
木　

八
四
）

⑥
〔
左
馬
頭
が
女
性
論
を
ま
と
め
あ
げ
る
と
〕
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま

を
心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。（
ｑ
）
こ
れ
に
、
足
ら
ず
、
ま
た
、

さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に

も
、
い
と
ど
胸
ふ
た
が
る
。（
帚
木　

九
〇
～
九
一
）

　

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
二
人
の
間
に
は
あ
る
判
断
を
す
る
際
の
物
事
と
の
距

離
の
と
り
方
、
さ
ら
に
は
あ
る
べ
き
女
像
を
め
ぐ
る
観
点
の
違
い
と
い
う
べ

き
も
の
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
距
離
感
覚
の
面
か
ら
は
、
本
文
①
で
、
自
分
の
経
験
に
基
づ
き
完

璧
な
女
は
い
な
い
と
確
信
す
る
頭
中
将
の
態
度
〔（
ａ
）〕
に
対
し
、
源
氏
は

必
ず
し
も
そ
れ
に
賛
同
す
る
わ
け
で
も
な
い
が
余
裕
を
持
っ
た
笑
み
を
浮
か

べ
な
が
ら
〔（
ｂ
）〕、
判
断
を
留
保
し
た
形
で
頭
中
将
に
向
き
合
う
。
頭
中

将
の
、
確
信
に
満
ち
た
「
い
と
く
ま
な
げ
な
る
気
色
」
は
中
の
品
の
女
礼
賛

論
〔（
ｃ
）（
ｄ
）〕
で
も
か
な
り
力
を
入
れ
た
形
で
主
張
さ
れ
る
が
、
源
氏
が

笑
い
な
が
ら
軽
く
突
っ
込
む
〔（
ｅ
）〕
と
「
憎
む
」〔（
ｆ
）〕、
そ
の
姿
は
力

を
入
れ
た
分
、
切
れ
や
す
い
面
を
み
せ
る
。
隠
さ
ず
感
情
を
む
き
出
し
に
す

る
率
直
さ
は
相
手
に
そ
の
裏
を
取
ら
れ
る
弱
点
に
も
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
文
③
④
の
と
こ
ろ
で
、
左
馬
頭
の
話
に
夢
中
に
な
り
「
い
み
じ

く
信
じ
て
、 

頬
杖
」
を
つ
い
て
い
た
り
、「
う
な
づ
」
き
な
が
ら
ひ
ど
く
同

感
し
て
い
る
〔（
ｊ
）（
ｌ
）（
ｍ
）〕、
そ
の
頭
中
将
の
あ
り
さ
ま
は
、
源
氏
が

本
文
②
で
ゆ
っ
た
り
と
「
添
ひ
臥
し
」
た
り
居
眠
り
を
し
た
り
〔（
ｈ
）（
ｋ
）〕、

本
文
①
と
同
じ
く
「
す
こ
し
か
た
笑
み
て
」
突
っ
込
み
を
い
れ
つ
つ
み
な
と

笑
う
様
子
〔（
ｎ
）〕
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ひ
ど
く
熱
中
し
た
様
子
を
人
に

み
せ
た
り
し
な
い
、
源
氏
の
最
高
の
貴
族
の
姿Ａ
に
語
り
手
は
本
文
②
で
「
上

が
上
」
の
女
を
選
び
出
し
て
も
満
足
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
も
な
い

〔（
ｉ
）〕
と
賛
美
す
る
。
一
方
、
頭
中
将
に
つ
い
て
は
、
物
思
い
に
沈
ん
だ

人
物
の
悲
し
さ
を
視
覚
的
に
あ
ら
わ
す
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
頬

杖
」〔（
ｌ
）〕
Ｂ

が
、
こ
こ
で
は
話
に
興
味
津
々
な
態
度
と
し
て
示
さ
れ
、「
女
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の
話
に
は
不
似
合
い
な
仏
法
聴
聞
」（
新
全
集
）
に
見
立
て
て
、「
を
か
し
」

さ
を
呼
び
起
こ
す
。

　

以
上
か
ら
察
す
る
と
、
自
分
の
考
え
を
未
熟
な
形
の
ま
ま
で
は
表
さ
ず

に
、
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
頭
中
将
よ
り
話
を
聞
き
だ
す
源
氏
の
態
度
か
ら
は
、

状
況
に
対
す
る
感
情
統
制
能
力
の
高
さ
が
看
取
さ
れ
る
一
方
、
知
り
つ
く
し

た
よ
う
に
語
り
な
が
ら
さ
さ
や
か
な
突
っ
込
み
に
す
ぐ
感
情
を
露
出
す
る
頭

中
将
の
よ
う
す
か
ら
は
適
切
な
判
断
を
要
す
る
際
の
、
状
況
を
見
極
め
る
バ

ラ
ン
ス
感
覚
を
見
失
い
や
す
い
人
柄
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。

　

理
想
の
女
、
あ
る
べ
き
女
像
を
め
ぐ
る
観
点
の
違
い
も
二
人
の
関
係
の
中

か
ら
よ
り
具
体
性
を
帯
び
て
浮
き
彫
り
に
な
る
。
本
文
①
⑤
⑥
に
注
目
し
た

い
。

　

本
文
①
の
（
ａ
）（
ｃ
）（
ｄ
）
と
本
文
⑤
の
（
ｏ
）
の
頭
中
将
の
発
言
か
ら
は
、

「
理
想
の
女
の
不
在
」
ま
た
は
そ
う
し
た
女
性
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
見

解
が
み
ら
れ
る
。
す
ば
ら
し
い
女
が
い
る
と
噂
を
聞
い
て
行
っ
て
み
て
も
非

の
打
ち
所
の
な
い
人
は
い
な
い
と
慨
嘆
し
な
が
ら
も
〔（
ａ
）〕、
そ
れ
が
何

の
欠
点
も
な
い
、
完
全
無
欠
な
女
を
求
め
る
願
望
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な

く
、
む
し
ろ
（
ｏ
）
で
は
吉
祥
天
女
の
よ
う
な
完
璧
な
女
を
妻
に
望
め
ば
そ

れ
こ
そ
仏
く
さ
く
人
間
離
れ
し
て
興
ざ
め
だ
、
と
笑
い
落
と
す
の
で
あ
る
。

頭
中
将
に
と
っ
て
、
あ
る
べ
き
女
像
は
本
文
①
の
（
ｃ
）（
ｄ
）
か
ら
推
測
で

き
る
。
中
の
品
の
女
を
評
価
す
る
文
脈
で
あ
る
が
、（
ｃ
）
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
気
質
や
め
い
め
い
の
考
え
、
好
み
の
は
っ
き
り
し
た
点
に
注
目
し
て
い

る
。
ほ
か
と
区
別
で
き
る
「
お
も
む
き
」
に
美
点
を
お
い
て
い
る
わ
け
で
、

諸
注
釈
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
個
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
（
ｄ
）
で
は
、
い
い
加
減
な
上
達
部
よ
り
非
参
議
の
四
位
な
ど
が
、
十

分
な
財
力
を
も
っ
て
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
成
長
さ
せ
た
娘
の
な
か
に
、
け
ち
の
つ

け
よ
う
も
な
い
く
ら
い
「
お
と
し
め
が
た
く
生
ひ
出
づ
る
」
と
い
う
女
性
も

「
あ
ま
た
」
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
い
う
人
が
入
内
し
て
帝
の
寵
愛
を
受
け

る
こ
と
も
多
い
と
評
価
し
て
い
る
。（
ｃ
）
と
（
ｄ
）
を
合
わ
せ
て
読
む
と
、

財
力
の
あ
る
中
流
の
家
で
教
育
さ
れ
た
中
の
品
の
女
性
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
面
白
み
が
あ
る
と
い
う
、
礼
賛
の
文
脈
が
み
え
て

こ
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
反
応
す
る
源
氏
か
ら
み
れ
ば
話
は
ま
た
違
う
。
理
想
の

女
は
い
な
い
の
だ
と
慨
嘆
す
る
中
将
の
言
葉
に
、（
ｂ
）
の
「
い
と
な
べ
て

は
あ
ら
ね
ど
」
と
思
う
と
こ
ろ
や
、（
ｇ
）
の
「
上
の
品
と
思
ふ
に
だ
に
か

た
げ
な
る
世
を
」
と
思
う
、
そ
の
心
中
か
ら
は
、
め
っ
た
に
い
そ
う
も
な
い

け
れ
ど
も
、
理
想
的
な
女
に
会
っ
た
経
験
が
匂
わ
さ
れ
て
お
り
、
希
求
し
て

い
る
心
理
を
も
漂
わ
せ
て
い
る
。
事
実
、
元
服
前
に
帝
に
許
さ
れ
才
色
兼
備

の
妃
た
ち
の
姿
を
み
て
い
た
源
氏
の
「
ゆ
た
か
な
眼
力Ｃ
」
ゆ
え
の
心
中
で
あ

ろ
う
。
本
文
⑤
の
（
ｐ
）「
み
な
わ
ら
ひ
ぬ
」
も
示
唆
的
で
あ
る
。
玉
上
氏
は
、

　

湖
月
抄
本
は
「
と
て
、
み
な
わ
ら
ひ
た
ま
ひ
ぬ
」
で
あ
る
。
四
人
の
う

ち
、
地
の
文
で
敬
語
の
「
た
ま
ふ
」
が
つ
く
の
は
、
源
氏
で
あ
る
。「
わ

ら
ひ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
あ
れ
ば
、源
氏
も
笑
っ
た
こ
と
に
な
る
。…
し
た
が
っ

て
「
と
て
、
み
な
わ
ら
ひ
ぬ
」
だ
と
、
源
氏
は
笑
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
な

るＤ
。

と
指
摘
し
、
広
瀬
唯
二
氏
は
、『
湖
月
抄
』
の
本
文
の
問
題
か
ら
、
本
来
あ
っ

た
「
給
ふ
」
が
転
写
さ
れ
て
い
く
段
階
で
脱
落
し
た
と
は
考
え
に
く
い
と
み

て
、
こ
の
「
み
な
笑
ひ
ぬ
」
が
、
微
妙
な
敬
語
表
現
の
操
作
に
よ
り
、
み
な

笑
っ
て
い
る
中
で
光
源
氏
一
人
だ
け
は
笑
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
読
者
に
伝
え
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るＥ
、
と
し
た
。
さ
ら
に
源
氏
が
笑
わ
な
か
っ
た
の
は
、「
吉
祥
天
女
」
に
も

劣
ら
ぬ
完
璧
な
女
性
と
し
て
慕
わ
れ
続
け
て
き
た
藤
壺
が
、
そ
の
心
中
に
浮

か
ん
だ
か
ら
だ
と
結
論
付
け
た
。

　
『
源
氏
物
語
大
成
』『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
な
ど
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
異

同
は
特
に
み
ら
れ
な
い
。つ
ま
り
、『
湖
月
抄
』
の
「
み
な
わ
ら
ひ
た
ま
ひ
ぬ
」

は
源
氏
を
意
識
し
た
『
湖
月
抄
』
独
自
の
読
み
に
よ
る
本
文
と
考
え
ら
れ
る
。

秋
山
虔
氏
の
い
う
ご
と
く
、
き
め
こ
ま
か
く
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物

語
』
の
敬
語
行
為
が
人
間
関
係
の
劇
的
な
躍
動
性
の
造
形
に
参
与
せ
し
め
ら

れ
て
い
るＦ
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
敏
感
な
読
者
の
印
象
に
源
氏
の
笑
い
声
は
う

か
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
うＧ
。
作
者
の
精
密
な
計
算
の
も
と
で
「
た
ま
ふ
」
が
用

い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
広
瀬
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
藤
壺
を
連
想
し
て
い

る
と
い
う
源
氏
の
心
内
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
拠
は
左
馬

頭
の
女
性
論
が
終
わ
る
箇
所
の
本
文
⑥
で
、「
完
全
な
理
想
形
の
結
像Ｈ
」
と

し
て
源
氏
の
心
中
に
藤
壺
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
特
に
本
文
⑥
は

桐
壺
巻
の
次
の
一
節
と
も
連
動Ｉ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
注
意
す
べ
き
一
節
で

あ
る
。

⑦
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き
こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら

む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
（
桐
壺　

四
九
）

　

間
接
的
に
は
源
氏
に
藤
壺
を
想
起
さ
せ
た
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
吉
祥

天
女
は
、
豊
麗
な
美
貌
の
女
神
で
あ
り
衆
生
に
福
徳
を
与
え
る
天
女
と
し
て

日
本
で
は
奈
良
時
代
以
降
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
た
。
図
像
に
も
描
か
れ
男
が
そ

の
像
に
思
い
を
か
け
る
話
は
周
知
の
と
お
り
『
日
本
霊
異
記Ｊ
』
以
下
の
説
話

集
に
み
え
る
。
仏
典
の
中
の
神
で
も
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
男
の
懸
想
の
対

象
に
も
な
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
中

で
は
、
理
想
的
な
妻
、
求
め
る
べ
き
妻
の
比
喩
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

事
実
、
源
氏
に
と
っ
て
も
藤
壺
は
、
本
文
⑦
の
よ
う
に
「
た
ぐ
ひ
な
」
き
最

高
の
女
性
で
あ
り
、
藤
壺
の
よ
う
な
人
が
い
る
な
ら
ば
「
思
ふ
や
う
な
ら
む

人
」（
桐
壺　

五
〇
）
を
妻
に
迎
え
た
い
と
胸
痛
く
思
う
ほ
ど
、
憧
れ
の
女
性

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
必
然
的
に
「
理
想
女
性
の
地
上
化
し
た
も
の
と
し
て
藤

壺
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
う
紫
君Ｋ
」
の
登
場
を
う
な
が
す
こ
と
に
も
な
る
。

　

通
常
、
源
氏
と
藤
壺
の
禁
忌
の
恋
の
原
像
は
『
伊
勢
物
語
』
に
求
め
ら
れ

る
場
合
が
多
い
。
ま
た
古
代
説
話
の
観
点
か
ら
は
白
鳥
処
女
説
話
と
の
関
連

性
が
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
本
文
⑤
で
源
氏
が
笑
わ
な
か
っ
た
こ
と
に

注
意
し
た
右
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
吉
祥
天
女
は
、
藤
壺
の
存
在
を
読
み
解
く

上
で
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
拝
む
べ
き

完
璧
な
女
、
吉
祥
天
女
に
恋
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
話
に
も
、
発
想
の
源

泉
と
い
う
面
か
ら
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
玉
の
小
櫛
』
以
下
、
現

代
注
釈
書
に
ま
で
『
日
本
霊
異
記
』（
ま
た
『
古
本
説
話
集
』
も
挙
げ
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
）
の
逸
話
は
注
記
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
相
関
関
係
に
つ
い

て
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

い
く
つ
か
の
接
点
は
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
吉
祥
天
女
像
に
懸
想
し

た
優
婆
塞
が
、
勤
め
ご
と
に
「
天
女
の
如
き
容
好
き
女
を
我
に
賜
へ
」
と
、

理
想
の
女
性
の
身
代
わ
り
を
請
う
と
こ
ろ
は
紫
の
ゆ
か
り
と
し
て
の
紫
の
君

と
の
類
似
関
係
が
み
て
と
れ
よ
う
。
ま
た
、
天
女
と
夢
の
中
で
ち
ぎ
り
を
か

わ
し
畏
れ
多
く
思
う
そ
の
心
情
か
ら
は
、
以
後
修
行
者
と
し
て
吉
祥
天
女
を

一
生
拝
み
つ
つ
も
一
夜
だ
け
交
わ
し
た
縁
か
ら
永
遠
の
女
性
と
し
て
仰
ぎ
み

る
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
源
氏
が
藤
壺
と
の
密
会
を

現
で
は
な
く
夢
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
理
想
化
さ
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れ
る
と
こ
ろ
に
似
通
っ
て
い
る
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
吉
祥
天
女

の
属
性
が
繁
栄
を
も
た
ら
す
女
神
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
臣
籍
に
降
下

さ
れ
た
源
氏
が
、
そ
の
後
絶
対
的
な
権
威
と
権
勢
に
よ
る
栄
華
を
謳
歌
で
き

た
の
は
「
藤
壺
と
の
秘
密
の
共
同
関
係
が
原
点Ｌ
」
に
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え

ら
れ
る
面
も
、
藤
壺
と
吉
祥
天
女
像
の
照
応
と
理
解
し
う
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
叙
述
か
ら
、
二
者
の
異
な
る
女

性
観
、
か
つ
そ
れ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
理
想
の
差
を
も
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
な
繁
栄
と
公
的
な
承
認
を
重
視
す

る
頭
中
将
の
発
言
か
ら
は
現
実
主
義
的
な
面
が
如
実
に
示
さ
れ
た
の
に
対
し

て
、
吉
祥
天
女
の
よ
う
な
理
想
の
女
・
藤
壺
を
求
め
る
源
氏
の
姿
勢
に
は
、

完
全
な
も
の
、
理
想
的
な
も
の
へ
と
上
昇
し
よ
う
と
す
る
人
間
精
神
の
基
本

的
な
欲
求
が
垣
間
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
互
い
の
軽
い
ひ
や
か
し
と
お

か
し
み
の
中
で
露
見
さ
れ
た
二
人
の
異
な
る
志
向
性
は
、
遠
く
絵
合
巻
の
、

遊
戯
の
場
で
具
体
的
か
つ
対
立
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

三
、
政
治
的
な
世
界
へ
の
変
換

　

絵
合
巻
は
源
氏
が
養
女
前
斎
宮
を
冷
泉
帝
に
入
内
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
澪
標
巻
で
す
で
に
娘
（
弘
徽
殿
女
御
）
を
入
内
さ
せ
て
い
た
権
中
納
言
（
か

つ
て
の
頭
中
将
）
に
と
っ
て
、
前
斎
宮
の
入
内
は
不
安
を
抱
か
せ
る
事
態
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
よ
き
友
で
あ
り
、
競
争
者
で
あ
っ
た
二
人
の
関
係
に
ひ

び
が
入
る
の
も
こ
の
巻
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
頭
中
将
の
人
物
描
写
も

「
変
貌
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
一
変
し
、「
不
統
一
な
点
さ
え
見
え
るＭ
」
よ
う
に

な
る
。
関
連
本
文
を
確
認
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
関
連
本
文
Ｂ
】（
─
は
源
氏
に
、
…
は
頭
中
将
に
関
わ
る
文
）

⑧
〔
絵
の
上
手
な
斎
宮
の
女
御
に
冷
泉
帝
が
心
を
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
〕（
ア
）
権

中
納
言
聞
き
た
ま
ひ
て
、
あ
く
ま
で
か
ど
か
ど
し
く
い
ま
め
き
た
ま
へ 

る
御
心
に
て
、
我
人
に
劣
り
な
む
や
と
思
し
は
げ
み
て
、
す
ぐ
れ
た
る

上
手
ど
も
を
召
し
取
り
て
、
い
み
じ
く
い
ま
し
め
て
、
ま
た
な
き
さ
ま

な
る
絵
ど
も
を
、
二
な
き
紙
ど
も
に
描
き
集
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
…
〔
そ

の
絵
を
面
白
が
る
帝
が
、
斎
宮
の
女
御
と
も
一
緒
に
見
よ
う
と
す
る
が
権
中
納

言
は
〕
心
や
す
く
も
取
り
出
で
た
ま
は
ず
、
い
と
い
た
く
秘
め
て
、
こ

の
御
方
へ
持
て
渡
ら
せ
た
ま
ふ
を
惜
し
み
領
じ
た
ま
へ
ば
、〔
源
氏
の
〕

（
イ
）
大
臣
聞
き
た
ま
ひ
て
、「
な
ほ
権
中
納
言
の
御
心
ば
へ
の
若
々
し

さ
こ
そ
あ
ら
た
ま
り
が
た
か
め
れ
」
な
ど
笑
ひ
た
ま
ふ
。（
絵
合　

三
七

六
～
三
七
七
）

⑨
こ
な
た
か
な
た
と
さ
ま
ざ
ま
に
多
か
り
。（
ウ
）
物
語
絵
は
こ
ま
や
か

に
な
つ
か
し
さ
ま
さ
る
め
る
を
、
梅
壺
の
御
方
は
、
い
に
し
へ
の
物
語
、

名
高
く
ゆ
ゑ
あ
る
か
ぎ
り
、（
エ
）
弘
徽
殿
は
、
そ
の
こ
ろ
世
に
め
づ

ら
し
く
を
か
し
き
か
ぎ
り
を
選
り
描
か
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
う
ち
見
る
目

の
い
ま
め
か
し
き
華
や
か
さ
は
、
い
と
こ
よ
な
く
ま
さ
れ
り
。（
絵
合　

三
七
九
）

⑩
中
宮
も
参
ら
せ
た
ま
へ
…
左
右
と
方
分
か
た
せ
た
ま
ふ
。
…
ま
づ
、

（
オ
）
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
（
カ
）
宇
津
保
の

俊
蔭
を
合
は
せ
て
争
ふ
。〔
左
方
〕「
な
よ
竹
の
世
々
に
古
り
に
け
る
こ

と
、
を
か
し
き
ふ
し
も
な
け
れ
ど
、（
キ
）
か
ぐ
や
姫
の
こ
の
世
の
濁

り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
た
か
く
、
神
世
の
こ

と
な
め
れ
ば
、
あ
さ
は
か
な
る
女
、
目
及
ば
ぬ
な
ら
む
か
し
」
と
言
ふ
。

（
ク
）
右
は
、
か
ぐ
や
姫
の
の
ぼ
り
け
む
雲
居
は
げ
に
及
ば
ぬ
こ
と
な
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れ
ば
、
誰
も
知
り
が
た
し
。
…
絵
は
…
世
の
常
の
よ
そ
ひ
な
り
。「（
ケ
）

俊
蔭
は
…
心
ざ
し
も
か
な
ひ
て
、
つ
ひ
に
他
の
朝
廷
に
も
わ
が
国
に
も

あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
け
る
古
き
心
を
い
ふ
に
、

絵
の
さ
ま
も
唐
土
と
日
本
と
を
と
り
並
べ
て
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も

な
ほ
並
び
な
し
」
と
言
ふ
。
…
絵
は
…
い
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
に
、

目
も
輝
く
ま
で
見
ゆ
。
右
は
そ
の
こ
と
わ
り
な
し
。

　
　

次
に
、（
コ
）
伊
勢
物
語
に
（
サ
）
正
三
位
を
合
は
せ
て
、
ま
た
定
め

や
ら
ず
。（
シ
）
こ
れ
も
右
は
お
も
し
ろ
く
に
ぎ
は
は
し
く
、
内
裏
わ

た
り
よ
り
う
ち
は
じ
め
近
き
世
の
あ
り
さ
ま
を
描
き
た
る
は
、
を
か
し

う
見
ど
こ
ろ
ま
さ
る
。〔
左
方
の
〕
平
内
侍
、

（
ス
）「
伊
勢
の
海
の
ふ
か
き
心
を
た
ど
ら
ず
て
ふ
り
に
し
跡
と

波
や
消
つ
べ
き

（
セ
）
世
の
常
の
あ
だ
ご
と
の
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
飾
れ
る
に
お
さ
れ
て
、

業
平
が
名
を
や
朽
す
べ
き
」
と
争
ひ
か
ね
た
り
。
右
の
典
侍
、

（
ソ
）
雲
の
う
へ
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
心
に
は
千
ひ
ろ
の
底
も
は
る

か
に
ぞ
見
る

「（
タ
）
兵
衛
の
大
君
の
心
高
さ
は
げ
に
棄
て
が
た
け
れ
ど
、
在
五
中

将
の
名
を
ば
え
朽
さ
じ
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
宮
、

（
チ
）
見
る
め
こ
そ
う
ら
ふ
り
ぬ
ら
め
年
へ
に
し
伊
勢
を
の
海
人

の
名
を
や
沈
め
む
（
絵
合　

三
八
〇
～
三
八
二
）

　

た
し
か
に
以
前
の
好
意
的
な
語
り
口Ｎ
と
は
違
い
、
源
氏
に
負
け
ま
い
と
す

る
「
い
ど
み
」
心
は
、
本
文
⑧
の
（
ア
）
の
「
か
ど
か
ど
し
く
い
ま
め
き
た

ま
へ
る
御
心
」
の
よ
う
に
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
源
氏
か
ら
も
「
御
心
ば

へ
の
若
々
し
さ
」〔（
イ
）〕
と
嘲
笑
さ
れ
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
頭
中
将

の
人
物
像
の
変
化
は
「
旧
左
大
臣
家
の
長
男
と
し
て
、
藤
氏
の
権
門
の
家
系

を
維
持
す
る
立
場
か
ら
の
必
然
的
な
経
過
」
で
あ
るＯ
と
し
、
源
氏
対
藤
氏
と

い
う
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
と
ら
え
た
。
こ
れ
は
頭
中
将
の
人
物
像

を
説
く
多
く
の
論
が
最
終
的
に
た
ど
り
つ
く
結
論
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

帚
木
巻
の
「
宮
腹
の
中
将
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
そ
の
予
兆
を
み
る
論Ｐ
、
ま

た
桐
壺
巻
で
源
氏
と
政
治
的
に
対
立
す
る
右
大
臣
家
の
四
の
君
を
正
妻
に
し

た
こ
と
や
真
木
柱
巻
で
「
二
条
の
大
臣
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、「
旧
右

大
臣
家
系
の
そ
れ
を
継
承
し
た
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
旧
左
大
臣
家
系
に
立
つ

藤
壺
＝
光
源
氏
方
と
、
政
治
的
対
抗
関
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
たＱ
」
と

い
う
、
当
時
の
権
力
関
係
の
構
造
か
ら
変
貌
の
必
然
性
を
説
く
論
な
ど
が
な

さ
れ
て
い
る
。
田
坂
憲
二
氏
も
、
須
磨
巻
以
前
と
澪
標
巻
以
後
と
に
分
け
て

考
え
る
の
は
も
は
や
常
識
だ
と
い
う
前
提
を
確
認
し
た
上
で
、
頭
中
将
の
人

物
像
に
〈
変
容
〉
が
要
請
さ
れ
る
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、
旧
右
大
臣
家
の

勢
力
を
吸
収
し
、
そ
の
支
援
を
う
け
た
こ
と
に
根
本
の
原
因
が
あ
る
と
分
析

し
たＲ
。
こ
の
と
ら
え
方
は
、
縄
野
邦
雄
氏
も
支
持
し
て
い
るＳ
。

　

娘
の
入
内
・
立
后
が
権
門
の
家
系
を
維
持
・
拡
大
す
る
手
段
で
あ
っ
て
、

次
代
へ
の
政
権
獲
得
の
布
石
に
も
な
る
当
時
の
現
実
か
ら
察
す
れ
ば
、
源
氏

対
藤
氏
と
い
う
政
治
的
図
式
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
人
の
対
立
状
況
を
生
み
出
す
、
光
源
氏
と
頭
中

将
そ
れ
ぞ
れ
の
も
っ
て
い
た
要
因
、
か
つ
頭
中
将
の
性
格
上
の
否
定
的
な
面

は
、
確
認
し
た
と
お
り
す
で
に
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
段
階
で
示
唆
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
は
ご
く
個
人
的
で

私
的
な
領
域
を
越
え
な
か
っ
た
が
、
政
権
の
維
持
・
継
承
に
関
わ
る
話
に
ま

で
進
ん
で
き
た
時
点
で
、
物
質
的
・
政
治
的
な
力
を
得
る
べ
き
も
の
は
ど
ち
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ら
な
の
か
と
い
う
主
導
権
の
問
題
に
大
き
く
転
換
し
、
そ
れ
に
よ
る
視
点
の

変
化
が
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
人
の
、
主
導
権
を
め
ぐ
る
政
権
争
い
の
媒
介
に
な
る
の
は
「
物
語
絵
」

で
あ
る
。
本
文
⑨
と
⑩
で
、
源
氏
と
権
中
納
言
は
そ
れ
ぞ
れ
が
擁
立
す
る
梅

壺
と
弘
徽
殿
の
女
御
に
絵
を
献
上
し
た
が
、
そ
れ
は
二
人
の
に
な
う
価
値

観
、
理
想
を
反
映
す
る
物
的
証
拠
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
生
き
方
の

問
題
、
身
の
処
し
方
の
問
題
と
し
て
、
物
語
に
於
て
対
照
を
な
し
て
い
るＴ
の

で
あ
る
。

　

源
氏
は
、（
ウ
）
の
よ
う
に
「
い
に
し
へ
の
物
語
、
名
高
く
ゆ
ゑ
あ
る
」『
竹

取
物
語
』
と
『
伊
勢
物
語
』
を
奉
り
、
権
中
納
言
は
、「
そ
の
こ
ろ
世
に
め

づ
ら
し
く
を
か
し
き
か
ぎ
り
」〔（
エ
）〕
と
い
う
こ
と
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』

と
『
正
三
位
』
を
献
上
し
た
。
こ
れ
ら
は
藤
壺
中
宮
の
前
で
、
左
右
に
分
け

ら
れ
そ
の
価
値
が
競
い
合
わ
さ
れ
る
が
、
女
房
た
ち
の
論
評
は
源
氏
と
権
中

納
言
を
代
弁
す
る
は
ず
で
、
本
文
⑩
の
（
キ
）
の
と
こ
ろ
で
、
左
方
は
濁
世

に
身
を
置
き
な
が
ら
け
が
れ
ず
天
上
の
世
界
に
帰
っ
た
か
ぐ
や
姫
の
、
精
神

の
高
潔
さ
、
古
代
へ
の
回
帰
（
新
全
集
）
の
理
念
に
大
き
く
共
感
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
右
方
は
地
上
主
義
と
い
う
べ
き
「
宮
廷
讃
仰
、
王
威
礼
賛
の

精
神Ｕ
」
か
ら
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
も
っ
て
反
駁
す
る
〔（
ク
）（
ケ
）〕。
か
ぐ

や
姫
の
昇
天
し
た
「
雲
居
」
は
誰
に
も
わ
か
り
が
た
い
領
域
で
あ
る
ゆ
え
い

い
よ
う
も
な
い
と
し
、
そ
の
こ
ろ
の
道
徳
的
社
会
的
基
準
か
ら
か
ぐ
や
姫
の

卑
し
い
身
分
と
后
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
欠
点
と
し
て
挙
げ
、『
う
つ
ほ

物
語
』
の
俊
蔭
が
「
あ
り
が
た
き
才
」
を
外
国
と
日
本
の
朝
廷
に
知
ら
せ
た

の
を
高
く
評
価
す
る
。
こ
の
時
、
左
右
の
両
者
が
用
い
た
言
葉
に
か
ぐ
や
姫

の
「
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
」
と
俊
蔭
の
「
古
き
心
」
が
あ
る
。「
古
き
心
」

は
青
表
紙
他
本
に
「
ふ
か
き
心
」
と
い
う
異
文
も
多
く
、
新
全
集
は
「
ふ
か

き
」
の
ほ
う
が
通
じ
や
す
い
と
し
た
が
、
そ
の
「
ふ
か
き
心
」
と
い
う
本
文

を
認
め
て
次
に
競
い
あ
う
各
々
の
物
語
を
見
る
と
、
そ
の
違
い
は
よ
り
顕
著

で
あ
り
、
左
方
と
右
方
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
判
断
の
一
貫
し
た
姿
勢
が
う
か
が

え
る
。

　

絵
合
の
二
番
と
し
て
出
さ
れ
た
の
は
左
方
の
『
伊
勢
物
語
』
に
、
右
方
の

『
正
三
位
』
で
あ
る
。
左
方
は
、
本
文
⑩
の
（
ス
）
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』

の
「
ふ
か
き
心
」
を
賞
賛
し
た
が
、
右
方
は
余
り
身
分
の
高
く
な
い
「
兵
衛

の
大
君Ｖ
」
が
帝
の
寵
愛
を
受
け
「
正
三
位
」
に
叙
せ
ら
れ
た
、
そ
の
「
思
ひ

の
ぼ
れ
る
心
」〔（
ソ
）〕
を
褒
め
た
た
え
た
。
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、

本
文
①
で
、
家
の
十
分
な
財
力
を
か
け
個
性
豊
か
に
成
長
し
た
、
中
の
品
の

女
が
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
を
評
価
し
た
〔（
ｃ
）（
ｄ
）〕、
頭
中
将
の
こ

と
ば
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
と
き
、
源
氏
は
（
ｅ
）
の
よ

う
に
「
す
べ
て
に
ぎ
は
は
し
き
に
よ
る
べ
き
」
な
の
か
と
冷
や
か
し
た
が
、

ま
さ
に
頭
中
将
が
認
め
る
『
正
三
位
』
は
「
お
も
し
ろ
く
に
ぎ
は
は
し
く
、

内
裏
わ
た
り
」〔（
シ
）〕
な
ど
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
雨
夜
の
品
定
め
」

の
と
き
と
同
様
の
価
値
観
が
響
い
て
い
る
。
後
に
帝
の
御
前
で
行
わ
れ
た
絵

合
で
も
左
方
の
古
風
な
絵
に
対
し
、
右
方
は
「
昔
の
跡
に
辱
な
く
に
ぎ
は
は

し
」（
絵
合　

三
八
六
）
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
番
と
二
番
の
物
語
を
比
べ
て
み
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
ふ
か
き
心
」

は
、
か
ぐ
や
姫
の
「
思
ひ
の
ぼ
れ
る
」
反
世
俗
的
な
面
と
共
鳴
し
な
が
ら
、

俊
蔭
物
語
の
世
俗
的
な
「
ふ
か
き
心
」
と
対
立
し
、
ま
た
『
正
三
位
』
の
「
思

ひ
の
ぼ
れ
る
心
」
と
の
質
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
雨
夜
の
品
定

め
」
で
み
え
隠
れ
し
て
い
た
二
者
の
理
想
主
義
の
位
相
差
を
支
え
方
向
づ
け
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な
が
ら
、
必
然
化
す
る
文
脈
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
二
つ
の
場
面
は
符
合
す

る
。「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
現
れ
た
世
俗
的
な
繁
栄
と
公
的
な
承
認
を
重
視

し
た
頭
中
将
の
主
張
は
、
内
外
の
朝
廷
に
認
め
ら
れ
た
俊
蔭
と
、
帝
の
寵
愛

を
受
け
、
中
流
の
女
性
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
高
い
地
位
に
上
り
つ
め

た
兵
衛
の
大
君
の
生
き
方
と
交
響
し
あ
い
つ
つ
、
一
方
で
は
、
吉
祥
天
女
に

託
さ
れ
て
い
た
、
源
氏
の
理
想
的
な
も
の
に
対
す
る
渇
仰
、
ま
た
か
ぐ
や
姫

の
高
潔
な
精
神
、
落
ち
ぶ
れ
て
も
輝
く
業
平
の
自
由
な
心
と
は
緊
張
し
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
右
方
の
主
張
は
当
時
の
人
情
を
反
映
し
て
い
た
た
め
か
、
左
方
の

論
法
は
劣
勢
に
陥
り
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
の
み
一
貫
し
て
「
中
宮
」
と
呼

ば
れ
るＷ
藤
壺
の
、『
伊
勢
物
語
』
の
賞
揚
〔（
タ
）（
チ
）〕
に
よ
り
や
っ
と
の

こ
と
で
救
わ
れ
る
。
朝
廷
の
権
威
を
象
徴
す
る
「
中
宮
」
と
い
う
呼
称
は
、

先
学
の
指
摘
ど
お
り
源
氏
側
の
政
治
的
な
立
場
を
堅
固
に
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
が
、
世
々
に
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
朝
廷
の
志
向
す
る
理
想
を
示
す
た
め
に

も
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

中
宮
と
冷
泉
帝
の
前
で
の
、
二
回
に
わ
た
る
絵
合
は
源
氏
の
勝
利
に
終
わ

る
。
聖
的
・
超
越
的
主
人
公
光
源
氏
に
対
し
、
俗
的
・
現
実
的
世
界
を
体
現

す
る
、
源
氏
の
引
き
立
て
役
を
負
わ
さ
れ
た
頭
中
将
に
所
詮
勝
ち
目
は
な

か
っ
たＸ
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
認
め
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
物
語

に
お
け
る
同
意
な
い
し
合
意
を
得
る
手
続
き
と
し
て
の
絵
合
と
い
う
遊
戯
を

導
入
し
た
の
は
意
味
深
い
。
冷
泉
帝
を
中
心
と
し
た
新
し
い
政
権
が
立
ち
あ

が
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
を
存
続
さ
せ
堅
固
に
す
る
に
は
、
政
権
担
当
者
の
権

威
や
執
行
力
だ
け
で
な
く
、
後
々
ま
で
語
ら
れ
る
新
た
な
道
徳
や
理
想
、
価

値
観
が
構
築
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
人
々
が
進
ん
で

悦
服
す
る
ほ
ど
の
説
得
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
主
導
権
の

行
方
が
重
要
な
わ
け
だ
が
、
高
田
祐
彦
氏
の
述
べ
る
ご
と
く
、
後
宮
の
覇
権

争
い
が
絵
合
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
以
上
、
勝
利
を
得
る
た
め
に
は
高
い

水
準
の
文
化
が
保
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
るＹ
。
高
度
な
文
化
の
力

は
、
人
々
の
感
動
を
集
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
人
心
を
掌
握
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
絵
合
に
お
け
る
源
氏
の
勝
利
は
源
氏
側
の
道
徳
ま

た
は
理
想
と
い
っ
た
も
の
が
、
人
々
の
同
意
を
得
て
物
質
的
力
に
転
換
す
る

瞬
間
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
も
つ
寓
意
性
は
、
こ
の
よ
う
に
頭
中
将
を
め
ぐ
る

人
物
論
的
な
理
解
を
壊
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
絵
合
巻
で
の
政
治
闘
争
を
見

越
し
た
か
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
常

夏
巻
で
の
頭
中
将
の
発
言
に
み
え
る
、
姫
君
の
教
育
観
を
通
し
て
も
明
確
に

示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
し
い
検
討
は
で
き
な
い
が
、
源
氏

に
主
導
権
を
と
ら
れ
た
後
、
常
夏
巻
で
ま
す
ま
す
対
抗
意
識
を
燃
や
す
頭
中

将
の
次
の
発
言
は
、
や
は
り
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
女
性
論
と
照
応
す
る
と

思
わ
れ
る
。

⑪
「
…
女
は
…
（
ツ
）
い
と
さ
か
し
く
身
固
め
て
、
不
動
の
陀
羅
尼
誦
み

て
、
印
つ
く
り
て
ゐ
た
ら
む
も
憎
し
。
現
の
人
に
も
あ
ま
り
け
遠
く
、

も
の
隔
て
が
ま
し
き
な
ど
、
気
高
き
や
う
と
て
も
、
人
憎
く
心
う
つ
く

し
く
は
あ
ら
ぬ
わ
ざ
な
り
。（
テ
）
太
政
大
臣
の
后
が
ね
の
姫
君
な
ら

は
し
た
ま
ふ
な
る
教
へ
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
通
は
し
な
だ
ら
め
て
、

か
ど
か
ど
し
き
ゆ
ゑ
も
つ
け
じ
、
た
ど
た
ど
し
く
お
ぼ
め
く
こ
と
も
あ

ら
じ
と
、
ぬ
る
ら
か
に
こ
そ
掟
て
た
ま
ふ
な
れ
。
げ
に
さ
も
あ
る
こ
と

な
れ
ど
、
人
と
し
て
、
心
に
も
、
す
る
わ
ざ
に
も
、
立
て
て
な
び
く
方
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は
方
と
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
さ
ま
あ
ら
む
か
し
。
こ

の
君
の
人
と
な
り
、
宮
仕
に
出
だ
し
立
て
た
ま
は
む
世
の
気
色
こ
そ
、

い
と
ゆ
か
し
け
れ
」（
常
夏　

二
三
九
～
二
四
〇
）

　

昼
寝
を
す
る
娘
雲
居
雁
に
女
の
あ
り
方
を
戒
め
る
場
面
で
あ
り
、「
不
動

の
陀
羅
尼
」
云
々
と
い
う
（
ツ
）
が
、
本
文
⑤
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
鈴
木

一
雄
氏
の
論
考Ｚ
や
注
釈
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、 

明
石
の
姫
君
に
対
す

る
源
氏
の
や
り
方
を
嘲
弄
す
る
（
テ
）
に
つ
い
て
、
新
全
集
は
「
源
氏
が
偏

執
を
嫌
い
調
和
と
中
庸
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
他
に
も
み
え
た

が
、
内
大
臣
の
個
性
尊
重
の
主
張
を
裏
書
き
す
る
記
事
は
他
に
見
当
ら
な

い
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
本
文
①
の
と
こ
ろ
で
頭
中
将
の
個
性
尊
重
と

い
う
傾
向
は
す
で
に
確
か
め
た
と
お
り
で
あ
る
。
頭
中
将
は
、
吉
祥
天
女
の

よ
う
な
「
気
高
き
」
女
を
「
法
気
づ
き
霊
し
」
と
い
っ
て
女
の
魅
力
と
見
て

い
な
か
っ
た
が
、
源
氏
に
と
っ
て
、
女
の
「
気
高
さ
」
は
賞
賛
さ
れ
る
美
点

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
数
多
く
の
女
性
と
付
き
あ
っ
て
き
た
源
氏
は
、
身
分
が

高
か
れ
低
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
女
の
美
点
を
評
価
し
て
い
た
が
、
興
味
深
い
こ

と
に
源
氏
の
政
治
性
を
支
え
る
女
性
に
は
一
貫
し
て
「
気
高
さａ
」
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
源
氏
に
よ
っ
て
難
点
と
さ
れ
た
女
三
宮
の
「
け

だ
か
う
恥
づ
か
し
げ
に
は
あ
ら
で
」（
柏
木　

二
二
五
）
と
い
っ
た
性
質
は
、

内
大
臣
の
息
子
・
柏
木
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
。
内
大
臣
の
趣
向
が
そ
の
ま

ま
う
け
つ
が
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

四
、
結
び
に
か
え
て

　
　

─
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
胚
胎
し
て
い
た
も
の
─

　

こ
の
よ
う
に
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
女
性
論
は
、
源
氏
と
頭
中
将
の
関
係

に
お
い
て
も
有
効
に
働
き
、
そ
の
寓
意
性
は
少
な
く
と
も
第
一
部
の
長
編
的

展
開
を
読
み
解
く
上
で
の
重
要
な
視
座
を
提
供
す
る
総
序
と
し
て
機
能
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
語
ら
れ
た
源
氏
の
志
向
性
が
完

全
な
も
の
を
求
め
る
人
間
精
神
の
基
本
的
な
欲
求
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
頭
中
将
の
そ
れ
は
当
代
に
通
じ
る
現
実
主
義
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
絵
合
」
は
、
そ
の
位
相
の
違
い
を
「
物

語
絵
」
を
も
っ
て
具
体
的
に
検
証
し
競
い
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
個
人
的
あ
る

い
は
私
的
な
価
値
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
物
質
的
な
力
、
政
治
的
な
力
へ
と

変
換
さ
せ
主
導
権
の
問
題
に
大
き
く
置
き
換
え
た
。
二
人
を
親
友
と
し
て
描

き
な
が
ら
も
、
根
本
的
な
違
い
を
女
性
論
の
行
間
に
ひ
そ
か
に
胚
胎
さ
せ
、

物
語
の
進
行
と
と
も
に
膨
ら
ま
せ
、
絵
合
巻
の
政
治
的
な
物
語
の
中
で
前
面

に
浮
上
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
右
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
頭
中
将
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
、
従
来
の

よ
う
に
澪
標
巻
以
降
（
特
に
絵
合
巻
）
に
お
い
て
必
然
的
に
変
貌
し
て
い
る

と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
の
頭
中
将
の
あ
り
よ
う

に
照
応
し
て
い
る
と
解
し
う
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
だ
ろ
う
。
二
節
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
物
事
に
対
し
余
裕
を
も
っ
て
の
め
り
こ
み
す
ぎ
る
こ
と
の
な

い
源
氏
の
柔
軟
さ
と
優
雅
さ
は
、
物
事
と
距
離
を
置
か
ず
の
め
り
こ
み
や
す

い
頭
中
将
の
気
質
と
の
対
比
の
中
で
形
成
さ
れ
、
互
い
を
照
ら
し
合
わ
せ
る

効
果
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
語
り
手
は
頭
中
将
に
対
し
て
決
し
て
否

定
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
末
長
く
存
続
す
べ
き
権
力
を

め
ぐ
る
話
に
な
る
と
、
そ
の
性
格
の
否
定
的
な
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
頭
中
将
と
し
ば
し
ば
対
照
さ
れ
る
形
で
、

源
氏
の
卓
越
性
は
よ
り
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
源
氏
の
場
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合
も
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
以
降
に
お
け
る
あ
る
種
の
一
貫
性
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、「
雨
夜
の
品

定
め
」
に
お
け
る
二
人
の
あ
り
方
は
重
要
で
あ
っ
た
。

＊
『
源
氏
物
語
』『
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
本
文
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
に
よ
る
。

注（
１
）　

増
田
繁
夫
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
四
四
九
、

一
九
七
一
）。

（
２
）　

増
田
氏
、
注（
１
）前
掲
論
。

（
３
）　

清
水
好
子
「
物
語
作
中
人
物
論
の
動
向
に
つ
い
て
」（『
国
語
通
信
』
七
八
、

一
九
六
五
）、
同
『
源
氏
の
女
君
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
）。

（
４
）　

森
一
郎
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
関
連
」（『
源

氏
物
語
の
方
法
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九
）。

（
５
）　

大
朝
雄
二
「
藤
壺
」（『
源
氏
物
語
講
座
３
』
有
精
堂
、
一
九
七
一
）。

（
６
）　

増
田
繁
夫
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
の
視
覚
」（『
国
文
学
』
三
六
─
五
、
一

九
九
一
）。

（
７
）　

本
稿
に
お
け
る
呼
称
は
便
宜
上
頭
中
将
に
統
一
し
た
。

（
８
）　

先
行
研
究
に
関
し
て
は
鈴
木
一
雄
「「
雨
夜
の
品
定
め
」
論
」（『
十
文
字
学

園
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
二
五
、
一
九
九
四
）
に
詳
し
い
。

（
９
）　
「
雨
夜
の
品
定
め
」
が
三
部
構
成
説
に
い
う
第
一
部
の
「
総
序
」
と
い
い
う

る
面
が
あ
る
と
指
摘
し
た
最
近
の
論
で
は
、
梅
枝
巻
と
の
表
現
レ
ベ
ル
の
照
応

関
係
を
検
討
し
た
、
陣
野
英
則
「『
源
氏
物
語
』「
梅
枝
」
巻
の
書
、
書
物
と
手

紙
」（『
源
氏
物
語
の
言
語
表
現　

研
究
と
資
料
─
─
古
代
文
学
論
叢
第
十
八
輯

─
─
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。

（
10
）　

玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈　

第
一
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
四
）。

（
11
）　

た
と
え
ば
、
葵
の
上
の
死
に
傷
心
し
て
涙
を
こ
ぼ
し
そ
う
に
な
り
な
が
ら

「
頬
杖
」
を
つ
く
源
氏
の
例
（
葵　

五
五
）
や
、
母
六
条
御
息
所
の
そ
ば
で
「
頬

杖
を
つ
き
て
」
悲
し
く
も
の
思
い
に
沈
ん
だ
前
斎
宮
の
例
（
澪
標　

三
一
二
）

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
12
）　

清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
）。

（
13
）　

玉
上
氏
、
注（
10
）前
掲
書
。

（
14
）　

広
瀬
唯
二
「「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
お
け
る
光
源
氏
」（『
武
庫
川
国
文
』
四
七
、

一
九
九
六
）。

（
15
）　

秋
山
虔
「
源
氏
物
語
の
敬
語
」（『
王
朝
の
文
学
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
四
）。

（
16
）　

玉
上
氏
、
注（
10
）前
掲
書
。

（
17
）　

村
井
利
彦
「
帚
木
三
帖
仮
象
論
」（『
源
氏
物
語
Ⅳ
』
有
精
堂
、
一
九
八
二 

）。

（
18
）　

本
文
⑥
の
（
ｑ
）
と
⑦
の
表
現
の
照
応
に
つ
い
て
は
、
森
一
郎
氏
の
「
帚
木

三
帖
の
構
成
と
方
法
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
』
桜
楓
社
、
一
九
七
九
）、

及
び
村
井
氏
の
前
掲
論
文
（
注（
17
））
な
ど
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
三
「
愛
欲
を
生
じ
て
吉
祥
天
女
の
像
に
恋
ひ
、

感
応
し
て
奇
し
き
表
を
示
し
し
縁
」。

（
20
）　

大
朝
氏
、
注（
５
）前
掲
論
。

（
21
）　

鈴
木
日
出
男
「
天
上
の
女
藤
壺
」（『
国
文
学
』
三
八
─
一
一
、
一
九
九
三
）。

（
22
）　

松
尾
聡
「
頭
中
将
」（『
源
氏
物
語
講
座
３
』
有
精
堂
、
一
九
七
一
）。

（
23
）　

絵
合
巻
以
前
の
頭
中
将
は
、
源
氏
に
も
劣
ら
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
様
子
が

描
か
れ
て
お
り
、
源
氏
を
引
き
立
て
る
よ
う
な
場
面
で
も
頭
中
将
を
フ
ォ
ロ
ー

す
る
語
り
手
の
姿
勢
は
保
た
れ
て
い
た
。
女
を
め
ぐ
る
恋
の
戯
れ
の
中
で
も
、

お
互
い
に
「
い
ど
み
」
心
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
が
敵
対
心
を
高
め
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
二
人
の
連
帯
感
を
強
め
る
方
向
に
働
い
て
い
た
。

（
24
）　

鈴
木
日
出
男
「
内
大
臣
（
頭
中
将
）
論
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
５
』
有

斐
閣
、
一
九
八
一
）。

（
25
）　

渡
辺
実
「
頭
中
将
」（『
源
氏
物
語
講
座
２
』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）。

（
26
）　

野
村
精
一
「
頭
中
将
」（『
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
学
燈
社
、
一
九
八
二
）。

（
27
）　

田
坂
憲
二
「
頭
中
将
の
後
半
生
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
三
）。

（
28
）　

縄
野
邦
雄
「
若
菜
巻
の
太
政
大
臣
家
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学

４
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
）。
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（
29
）　

藤
原
克
己
「
古
風
な
る
人
々
」（『
む
ら
さ
き
』
一
六
、
一
九
七
九
）。

（
30
）　

清
水
好
子
「
源
氏
物
語
「
絵
合
」
巻
の
考
察
」（『
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九

六
一
）。

（
31
）　

兵
衛
府
の
官
人
の
長
女
。
玉
上
氏
は
「
兵
衛
府
は
長
官
で
も
従
四
位
相
当
、

上
達
部
で
は
な
い
」（『
源
氏
物
語
評
釈　

第
四
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
六
五
）

と
し
、
新
全
集
は
「
中
流
貴
族
以
上
は
あ
り
え
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
ち
な
み

に
、『
正
三
位
』
は
女
主
人
公
が
「
当
時
女
官
と
し
て
の
高
位
で
あ
っ
た
正
三

位
に
陞
叙
さ
れ
た
」（
石
川
徹
「
物
語
文
学
の
成
立
と
展
開
」『
講
座
日
本
文
学

3　

中
古
編
Ⅰ
』
三
省
堂
、
一
九
六
八
）
物
語
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　

清
水
氏
、
注（
30
）前
掲
論
に
指
摘
が
あ
る
。

（
33
）　

星
山
健
「
頭
中
将
」（『
古
典
文
学
作
中
人
物
事
典
』
東
京
リ
ス
ヌ
チ
ッ
ク
、

二
〇
〇
三
）。

（
34
）　

高
田
祐
彦
「
光
源
氏
の
復
活
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
）。

（
35
）　

鈴
木
一
雄
氏
、
注（
８
）の
前
掲
論
。

（
36
）　

葵
の
上
（
帚
木　

九
一
・
若
紫　

二
二
六
）、
藤
壺
（
賢
木　

一
一
〇
）、
紫

の
上
（
若
菜
上　

八
九
）、
明
石
の
君
（
明
石　

二
六
四
）、
秋
好
中
宮
（
澪
標　

四
四
一
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

新　

刊　

紹　

介

本
間
洋
一
著

『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』

　
『
類
聚
句
題
抄
』
は
ま
た
の
名
を
『
類
題
古
詩
』

と
い
う
、
平
安
後
期
成
立
の
日
本
漢
詩
撰
（
編
者

未
詳
）
で
あ
る
。
こ
の
漢
詩
撰
は
醍
醐
天
皇
、
村

上
天
皇
、
大
江
以
言
、
源
為
憲
ら
漢
詩
文
全
盛
期

の
一
流
詩
人
達
の
句
題
詩
の
対
句
部
分
を
抄
録
し

収
め
て
い
る
。
漢
籍
が
重
き
を
置
か
れ
た
平
安
時

代
に
あ
っ
て
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
当
時
の
文

学
作
品
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
よ
う
。
本
間
洋
一
氏
著
の
『
類
聚

句
題
抄
全
注
釈
』
は
平
安
時
代
後
期
の
文
学
活
動

を
把
握
す
る
に
は
絶
好
の
一
冊
と
言
え
る
。

　

本
書
は
解
説
篇
で
は
句
題
詩
の
詠
法
、
表
現
、

不
明
句
題
の
復
元
を
も
行
っ
て
お
り
、
利
便
性
は

極
め
て
高
い
。
注
釈
篇
で
は
全
詩
に
丁
寧
な
語
釈

と
通
釈
を
施
し
、
巻
末
に
は
作
者
略
伝
と
注
語
索

引
を
付
し
て
い
る
充
実
の
書
で
あ
り
、
漢
詩
を
受

容
し
た
和
歌
や
物
語
を
研
究
す
る
と
き
、
そ
の
典

拠
が
わ
か
ら
な
い
場
合
に
大
い
に
参
考
に
な
る
一

冊
が
、
こ
の
『
類
聚
句
題
抄
全
注
釈
』
で
あ
る
。

（
二
〇
一
〇
年
一
月　

和
泉
書
院　

Ａ
５
判　

一

〇
二
〇
頁　

税
込
二
一
〇
〇
〇
円
） 〔
金
子
英
和
〕


