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『
源
氏
物
語
』
の
多
く
の
登
場
人
物
の
中
で
も
、
紫
の
上
は
源
氏
に
と
っ
て
も
っ

と
も
重
要
な
女
君
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
魅
力
は
何
な
の
か
。
幼
い
こ
ろ
源
氏
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
手
元
に
置
か
れ
、
育
て
ら
れ
た
彼
女
は
、
源
氏
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
次
の

二
つ
の
文
章
を
書
い
た
。 

小
論
Ⅰ
で
は
「
自
由
な
心
」
と
題
し
て
、
彼
女
だ
け
が
持
っ
て
い
た
、
あ
る
魅
力

に
つ
い
て
論
じ
る
。
小
論
Ⅱ
で
は
「
呼
応
す
る
表
現
」
と
題
し
て
、《
若
菜
上
》
巻
に

お
け
る
一
つ
の
表
現
に
注
目
し
、
源
氏
の
心
の
中
に
お
け
る
、
藤
壺
の
宮
と
紫
の
上

と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

Ⅰ 

自
由
な
心 

― 

走
り
来
た
る
女
子 

― 

生
徒
か
ら
の
問
題
提
起 

《
若
紫
》
巻
の
垣
間
見
の
場
面
、
と
言
え
ば
、
だ
れ
で
も
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
有
名
な
と
こ
ろ
だ
。
源
氏
と
紫
の
上
が
出
会
う
こ
と
に
な
る
そ

の
場
面
で
、の
ぞ
き
見
た
源
氏
の
目
に
映
っ
た
の
は
、「
走
り
来
た
る
女
子
」だ
っ
た
。

な
ん
と
、
女
主
人
公
は
走
っ
て
登
場
す
る
の
だ
。 

 

授
業
で
も
し
ば
し
ば
扱
う
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
登
場
の
仕
方
を
ほ
ほ
え

ま
し
く
思
う
生
徒
は
い
て
も
、
疑
問
に
思
う
生
徒
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
今
年
度
の
生
徒
の
中
に
、
た
っ
た
一
人
、
質
問
を
し
て
き
た
者
が
い
る
。 

三
年
男
子
の
質
問
。「
紫
の
上
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
場
面
に『
走
り
来
た
る
女
子
』

と
あ
る
が
、
身
分
の
高
い
姫
君
の
行
動
と
し
て
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」
―

至
極
も
っ
と
も
な
疑
問
だ
。こ
の
問
題
に
つ
い
て
、私
の
考
え
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。 

自
由
さ
、
お
お
ら
か
さ
へ
の
評
価 

同
じ
《
若
紫
》
巻
で
、
重
態
の
尼
君
を
源
氏
が
見
舞
う
場
面
が
あ
る
。
尼
君
か
ら

姫
君
の
将
来
を
託
さ
れ
た
源
氏
が
、
姫
君
の
お
声
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
と
リ
ク
エ

ス
ト
す
る
。
い
く
ら
幼
い
と
は
言
え
、
姫
様
に
男
と
直
接
話
を
さ
せ
る
な
ん
て
と
ん

で
も
な
い
。
女
房
が
、
い
え
い
え
、
ぐ
っ
す
り
お
休
み
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
…
と

体
よ
く
断
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
奥
か
ら
や
っ
て
く
る
姫
君
。「
お
ば
あ
さ
ま
は
源

氏
の
君
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
の
」
と
大
声
で
語
り
か
け
る
。
人
々
は
「
か
た
は
ら
い

た
し
」
と
恐
縮
し
、
源
氏
は
聞
か
な
い
ふ
り
を
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
い
く
。

こ
こ
も
、
前
の
場
面
と
同
様
に
、
姫
君
の
行
動
は
自
由
奔
放
だ
。 

そ
の
ほ
か
、尼
君
の
死
後
に
源
氏
が
見
舞
っ
た
際
も
、「
直
衣
着
た
る
人
は
い
づ
ら
。

（
父
君
で
あ
る
）
宮
の
お
は
す
る
か
。」
と
、
奥
か
ら
出
て
き
て
し
ま
う
。
源
氏
に
引

き
取
ら
れ
て
か
ら
も
、
帰
っ
て
く
る
源
氏
を
自
ら
出
迎
え
、
源
氏
の
膝
に
乗
っ
て
話

を
聴
く
。
夕
方
源
氏
が
女
性
の
所
へ
出
か
け
よ
う
と
す
る
の
を
寂
し
が
り
、
源
氏
の

慰
め
を
聞
い
て
い
る
内
に
、
そ
の
膝
の
上
で
寝
て
し
ま
う
。 

な
ん
と
い
う
自
由
さ
、
お
お
ら
か
さ
、
素
直
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
幼
さ
の
表

れ
と
も
言
え
な
く
は
な
い
が
、
出
会
い
の
場
面
で
す
で
に
、
彼
女
は
「
十
ば
か
り
に

や
あ
ら
む
」
と
い
う
年
齢
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
、
し
と
や
か
な
態
度
が
重
視
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
だ
。 

こ
の
よ
う
に
少
女
の
言
動
に
対
し
、
現
代
の
読
者
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
好
意
的
な

印
象
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
平
安
時
代
の
読
者
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

質
問
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
高
貴
な
血
筋
の
姫
君
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
は
な
い
。「
不
作
法
だ
」「
非
常
識
な
こ
と
よ
」
と
思
う
読
者
も
い
た
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こ
と
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
当
時
の
価
値
観
に
則
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
行
為

に
よ
っ
て
、
彼
女
に
対
し
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
持
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。
物
語
が
、
そ
の
よ
う
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

何
よ
り
も
、
源
氏
自
身
の
思
い
を
経
て
描
か
れ
る
少
女
の
印
象
は
、
飽
く
ま
で
も
「
ら

う
た
く
」「
う
つ
く
し
く
」「
い
は
け
な
き
」
も
の
だ
。
た
と
え
ば
前
述
の
見
舞
い
の

場
面
で
は
、
源
氏
は
少
女
の
声
を
「
い
と
を
か
し
と
」
聞
き
、
出
迎
え
る
場
面
で
は

「
い
み
じ
く
ら
う
た
き
わ
ざ
な
り
け
り
。」
と
思
う
、
と
描
か
れ
る
。 

『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
語
り
手
は
、登
場
人
物
の
心
の
中
に
自
由
に
入
り
込
み
、

そ
の
心
中
を
読
者
に
対
し
て
紹
介
す
る
。
読
者
は
源
氏
の
目
を
通
し
て
少
女
を
見
、

源
氏
の
心
を
通
し
て
少
女
を
感
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え

当
時
の
常
識
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
読
者
は
こ
の
少
女
の
自
由
な
心

を
愛
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
の
世
界
の
中
の
こ
と
と
し
て
。 

源
氏
を
魅
了
し
た
も
の 

 

さ
て
、
こ
の
自
由
な
心
は
主
人
公
た
る
源
氏
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
源
氏
が
少
女
を
拉
致
し
、
自
分
の
邸
宅
に
連
れ
て
き
て

か
ら
、
二
人
は
と
も
に
暮
ら
し
始
め
る
。
藤
壺
の
「
形
代
」
と
し
て
求
め
、
そ
ば
に

置
い
た
は
ず
の
少
女
だ
っ
た
。
は
じ
め
て
見
た
と
き
の
源
氏
の
思
い
は
、「
か
の
人
の

御
か
は
り
と
し
て
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
見
ば
や
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
が
、
さ

て
、
い
っ
し
ょ
に
生
活
す
る
中
で
、
源
氏
の
心
を
慰
め
た
の
は
な
ん
だ
っ
た
か
。 

 

巻
巻
を
読
ん
で
い
く
と
、
成
長
し
た
少
女
を
見
て
「
藤
壺
の
宮
に
ま
す
ま
す
よ
く

似
て
き
た
な
あ
」
と
源
氏
が
述
懐
す
る
場
面
は
確
か
に
時
々
出
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
が
少
女
の
魅
力
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
藤
壺

に
は
な
か
っ
た
も
の
、
と
い
う
よ
り
、
こ
の
子
だ
け
が
持
っ
て
い
る
も
の
に
源
氏
は

強
く
心
惹
か
れ
、
思
わ
ず
笑
み
を
こ
ぼ
し
、
い
と
し
さ
を
募
ら
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、

源
氏
に
と
っ
て
も
、
ま
た
読
者
に
と
っ
て
も
、
全
く
予
想
外
の
展
開
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
子
だ
け
が
持
つ
魅
力
―
―
素
直
さ
、
明
る
さ
、
率
直
さ
、
溌
剌
と
し

た
態
度
と
反
応
―
―
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
何
も
の
に
も
縛
ら
れ
ぬ
「
自
由
な
心
」
か

ら
生
ま
れ
る
。
そ
の
「
自
由
な
心
」
を
象
徴
し
て
い
た
も
の
こ
そ
が
、
出
会
い
の
場

面
の
「
走
り
来
た
る
女
子
」
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。 

こ
の
こ
と
を
意
識
的
に
表
現
し
て
い
る
作
品
と
し
て
、
漫
画
の
『
あ
さ
き
ゆ
め
み

し
』
が
あ
る
。
第
８
巻
（《
若
菜
下
》
巻
）
に
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
い
っ
た
ん
は

危
篤
に
陥
っ
た
も
の
の
、
持
ち
直
し
た
紫
の
上
を
見
舞
い
に
訪
れ
た
源
氏
。
今
日
は

す
こ
し
具
合
が
良
い
と
い
う
の
で
、
紫
の
上
は
髪
も
洗
っ
て
涼
し
げ
に
し
て
い
る
。

二
人
は
和
歌
を
唱
和
し
、
源
氏
は
穏
や
か
な
気
持
ち
で
、
体
調
を
崩
し
て
い
る
と
い

う
女
三
宮
の
も
と
へ
出
か
け
て
い
く
。
原
文
で
は
そ
の
後
源
氏
と
女
三
宮
の
よ
う
す

の
描
写
に
移
る
の
で
あ
る
が
、『
あ
き
き
ゆ
め
み
し
』
は
新
た
に
紫
の
上
の
気
持
ち
を

加
え
て
描
く
と
い
う
試
み
を
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

二
条
院
の
庭
を
な
が
め
な
が
ら
、
こ
こ
で
過
ご
し
た
少
女
時
代
の
追
憶
を
た
ど
る

紫
の
上
。
目
に
浮
か
ぶ
の
は
、
そ
の
二
条
院
の
庭
を
、
遊
び
友
だ
ち
で
も
あ
る
女
の

童
、
犬
君
と
「
駆
け
回
る
」
幼
い
自
分
。
紫
の
上
は
思
わ
ず
追
お
う
と
す
る
が
「
待

っ
…
…
」
と
つ
ぶ
や
く
間
も
な
く
幻
は
消
え
失
せ
る
。 

「
女
は
、
い
つ
自
由
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
」 

 
 

「
も
う
…
…
と
り
も
ど
す
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
…
…
」
と
、
紫
の
上
は
涙
す
る
。 

こ
こ
で
も
「
駆
け
回
る
」
少
女
は
自
由
な
心
の
象
徴
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
か
つ
て
紫
の
上
自
身
が
持
っ
て
い
た
も
の
。
そ
し
て
今
は
、
失
っ
て
し
ま

っ
た
も
の
だ
。 

 
ま
た
「
自
由
な
心
」
の
表
れ
は
「
走
る
」
こ
と
ば
か
り
で
な
い
。
大
人
と
な
っ
た

紫
の
上
は
、
ま
さ
か
「
走
る
」
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
精
神
的
「
自
由
」、
表

現
の
「
自
由
」
は
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
嫉
妬
の
表
現
だ
。
源
氏
が
深
い
関
係
を

持
っ
た
女
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
し
ば
し
ば
嫉
妬
す
る
。
当
時
の
高
貴
な
女
性
は
、
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嫉
妬
を
外
に
表
す
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
彼
女
は
素
直
に
そ
れ
を

表
現
す
る
。《
澪
標
》
巻
に
お
い
て
、
源
氏
が
明
石
の
君
と
の
関
係
を
打
ち
明
け
た
場

面
な
ど
は
典
型
的
な
例
だ
。
彼
女
は
「
た
だ
な
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ひ
て
」「
我
は

我
と
う
ち
背
き
な
が
め
」
て
、「
う
ち
嘆
き
」、
恨
め
し
い
気
持
ち
を
和
歌
に
詠
む
。

源
氏
が
い
っ
し
ょ
に
琴
を
弾
こ
う
と
誘
っ
て
も
、「
か
の
（
明
石
の
君
が
）
す
ぐ
れ
た

り
け
む
も
ね
た
き
に
や
」「
手
も
触
れ
た
ま
は
ず
」
か
わ
い
ら
し
く
も
の
柔
ら
か
な
さ

ま
で
は
あ
る
が
「
さ
す
が
に
執
念
き
と
こ
ろ
つ
き
て
、
も
の
怨
じ
た
ま
へ
る
」
よ
う

す
な
の
だ
。
し
と
や
か
に
嫉
妬
を
隠
そ
う
な
ど
と
は
せ
ず
に
、
源
氏
に
対
し
、
実
に

素
直
に
自
分
の
心
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。そ
ん
な
嫉
妬
の
さ
ま
は
源
氏
に
と
っ
て「
な

か
な
か
愛
敬
づ
き
て
」「
を
か
し
う
見
ど
こ
ろ
あ
り
」
―
か
え
っ
て
魅
力
で
あ
っ
て
、

お
も
し
ろ
く
お
相
手
の
し
が
い
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。 

し
か
し
《
若
菜
上
》
巻
か
ら
は
、
変
わ
っ
て
い
く
。
女
三
の
宮
を
新
た
な
正
妻
と

し
た
源
氏
に
対
し
て
、心
の
内
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
紫
の
上
と
な
る
。い
ま
ま
で
の
、

素
直
に
嫉
妬
す
る
と
い
う
心
の
自
由
を
自
ら
封
じ
る
の
だ
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
少
な
く
と
も
少
女
時
代
の
紫
の
上
、
源
氏
へ

の
信
頼
に
満
た
さ
れ
て
い
た
時
の
紫
の
上
に
つ
い
て
は
、「
自
由
な
心
」
の
表
出
が
、

そ
の
ま
ま
彼
女
だ
け
の
特
別
な
魅
力
と
な
っ
て
源
氏
を
魅
了
し
、
読
者
を
魅
了
し
て

い
た
と
言
っ
て
良
い
。
現
代
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、
私
は
こ
れ
を
「
自
由
な
心
」

と
呼
ん
で
い
る
が
、平
安
時
代
の
人
々
は
、ど
ん
な
言
葉
で
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
と
も
か
く
、
当
時
の
常
識
的
な
価
値
観
、
一
つ
の

型
に
決
め
ら
れ
た
態
度
か
ら
脱
し
た
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
り
の
女
性
の
魅
力
を
描
き
出

そ
う
と
し
た
作
者
の
思
い
が
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。 

し
か
し
、《
若
菜
上
》
巻
以
降
、
彼
女
は
変
わ
る
。
今
ま
で
の
紫
の
上
と
は
変
わ
っ

て
い
く
け
れ
ど
、
源
氏
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
切
な
女
性
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
巻
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
《
若
菜
上
》
巻
に
お
い
て
、
紫
の
上
の
存
在

の
意
味
を
示
す
、
衝
撃
的
な
表
現
に
我
々
は
出
会
う
の
だ
。 

小
論
Ⅱ
に
お
い
て
は
、
藤
壺
と
の
関
わ
り
を
示
す
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の

表
現
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

Ⅱ 

《
呼
応
す
る
表
現
》
の
意
味 

― 

二
人
の
女
君 

― 

は
じ
め
に 

紫
の
上
は
、
藤
壺
の
宮
の
「
形
代
＝
身
代
わ
り
」
と
し
て
源
氏
に
見
出
さ
れ
、
彼

の
も
と
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。
果
た
し
て
紫
の
上
は
、
こ
の
「
形
代
」
と
い
う
存
在

か
ら
脱
し
た
の
か
。
源
氏
の
心
の
中
で
、
紫
の
上
は
藤
壺
の
宮
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

り
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
紫
の
上
と
藤
壺
と
を
比
較
し
た
表
現
に
注
目
し
て

解
釈
し
て
い
き
た
い
。 

「
藤
壺
に
似
て
い
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た 

 

《
若
紫
》
巻
で
、
少
女
（
紫
の
上
）
は
、
藤
壺
の
形
代
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
。

手
元
に
置
い
て
そ
の
成
長
を
見
守
る
源
氏
は
、
小
論
Ⅰ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
女
だ

け
が
持
つ
自
由
さ
、
お
お
ら
か
さ
に
よ
っ
て
心
を
満
た
さ
れ
る
。
し
か
し
ど
う
か
す

る
と
、
少
女
の
中
に
藤
壺
の
面
影
を
見
よ
う
と
し
、
そ
の
「
形
代
」
で
も
あ
る
こ
と

を
望
ん
だ
。二
人
が
似
て
い
る
こ
と
は
、源
氏
自
身
が
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

最
初
の
出
会
い
は
、《
若
紫
》
巻
で
あ
る
。 

【
本
文
①
】
つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は
け
な

く
か
い
や
り
た
る
額
つ
き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し

き
人
か
な
、
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
。
さ
る
は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に

い
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。《
若

紫
》
巻 

－（3）－



こ
の
よ
う
に
気
づ
き
、 

【
本
文
②
】
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、《
若
紫
》
巻 

と
強
く
願
う
。 

 

そ
の
後
、
紫
の
上
と
の
結
婚
の
直
前
に
も
、
藤
壺
の
面
影
を
見
出
し
て
喜
ぶ
源
氏

が
い
る
。 

【
本
文
③
】「
久
し
か
り
つ
る
ほ
ど
に
、
い
と
こ
よ
な
う
こ
そ
お
と
な
び
た
ま
ひ
に
け

れ
。」
と
て
、
小
さ
き
御
几
帳
ひ
き
上
げ
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば
、
う
ち
側
み
て

恥
ぢ
ら
ひ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
し
。
灯
影
の
御
か
た
は
ら
目
、
頭
つ
き

な
ど
、
た
だ
か
の
心
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
く
も
な
り
ゆ
く
か
な
、
と

見
た
ま
ふ
に
い
と
う
れ
し
。《
葵
》
巻 

 

結
婚
後
、
源
氏
の
愛
は
ま
す
ま
す
彼
女
に
注
が
れ
、
手
放
せ
ぬ
存
在
に
な
っ
て
い

く
。
そ
し
て
《
賢
木
》
巻
に
は
、
藤
壺
の
部
屋
に
密
か
に
入
り
込
ん
だ
源
氏
が
、
藤

壺
を
垣
間
見
て
嘆
ず
る
箇
所
が
あ
る
。 

【
本
文
④
】
髪
ざ
し
、
頭
つ
き
、
御
髪
の
か
か
り
た
る
さ
ま
、
限
り
な
き
に
ほ
は
し
さ

な
ど
、
た
だ
か
の
対
の
姫
君
（
＝
紫
の
上
）
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
し
。
年
ご
ろ
す
こ
し
思

ひ
忘
れ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
か
な
と
見
た
ま
ふ
ま

ま
に
、
す
こ
し
も
の
思
ひ
の
は
る
け
ど
こ
ろ
あ
る
心
地
し
た
ま
ふ
。《
賢
木
》
巻 

 

こ
こ
に
、
気
に
な
る
表
現
が
あ
る
。「
年
ご
ろ
す
こ
し
忘
れ
た
ま
へ
り
つ
る
を
」
と

あ
る
と
こ
ろ
だ
。
藤
壺
に
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
奪
い
取
っ
た
姫
君
だ
っ
た
は
ず
な
の

に
、
そ
れ
を
「
す
こ
し
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
忘
れ
て
い
た
と
は
。
そ
れ
ほ
ど
、

対
の
姫
君
―
紫
の
上
自
身
の
魅
力
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
あ
と
「
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
か
な
（
＝
驚
く
ほ
ど
似
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
な
あ
）」
と
再
確
認
し
、「
す
こ
し
も
の
思
ひ
の
は
る
け
ど
こ
ろ
あ
る
（
＝
い

さ
さ
か
憂
い
の
晴
れ
て
く
る
よ
う
な
）
心
地
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
は
、「
あ
あ
、
そ

う
だ
っ
た
。
藤
壺
の
代
わ
り
と
し
て
得
て
い
た
の
だ
が
、
ま
こ
と
に
よ
く
似
て
い
た

こ
と
よ
。
私
の
目
に
間
違
い
は
な
か
っ
た
な
。」
と
い
う
と
こ
ろ
か
。 

 

こ
の
直
後
に
藤
壺
が
出
家
し
、
そ
の
後
、《
須
磨
》・《
明
石
》
の
巻
を
経
て
、
源
氏

は
苦
難
の
日
々
を
送
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
都
に
召
還
さ
れ
て
、
権
力
を
回
復
し
て

い
く
。《
薄
雲
》
巻
で
藤
壺
の
死
。
続
く
《
朝
顔
》
巻
に
は
、
自
分
と
関
わ
り
の
あ
っ

た
女
君
達
に
つ
い
て
、
源
氏
が
紫
の
上
に
語
る
場
面
が
あ
る
。
藤
壺
に
つ
い
て
源
氏

が
語
っ
た
後
半
の
部
分
は
、 

【
本
文
⑤
】
や
は
ら
か
に
お
び
れ
た
る
も
の
か
ら
、
深
う
よ
し
づ
き
た
る
所
の
並
び
な

く
も
の
し
た
ま
ひ
し
を
、《
朝
顔
》
巻 

 

現
代
語
訳
す
る
な
ら
ば
、「
も
の
や
さ
し
く
お
う
よ
う
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
の
、

深
い
た
し
な
み
が
お
あ
り
の
と
こ
ろ
が
、
他
に
比
類
な
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
も

の
を
、」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
「
は
し
な
く
も
藤
壺
と
情
交
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す

る
」
発
言
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
参
考
資
料
③
に
よ
る
） 

 

亡
き
藤
壺
の
す
ば
ら
し
さ
を
思
い
出
し
た
源
氏
は
、 

【
本
文
⑥
】（
紫
の
上
は
）
外
を
見
出
だ
し
て
、
す
こ
し
か
た
ぶ
き
た
ま
へ
る
ほ
ど
、

似
る
も
の
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
髪
ざ
し
、
面
様
の
、
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に

ふ
と
お
ぼ
え
て
め
で
た
け
れ
ば
、い
さ
さ
か
分
く
る
御
心
も
と
り
か
さ
ね
つ
べ
し
。《
朝

顔
》
巻 

と
あ
る
よ
う
に
、
目
の
前
の
紫
の
上
に
再
び
藤
壺
の
面
影
を
見
出
し
、「
い
さ
さ
か
ほ

か
に
分
け
ら
れ
て
い
た
お
気
持
ち
も
、
紫
の
上
の
も
と
に
き
っ
と
取
り
戻
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
と
お
り
、
彼
女
へ
の
愛
情
を
よ
り
深
い
も
の
と
し
て

認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 
こ
う
し
て
源
氏
は
、
失
っ
た
藤
壺
を
想
い
な
が
ら
も
、
そ
ば
に
い
る
紫
の
上
そ
の

人
を
愛
し
て
い
く
。
藤
壺
に
似
て
い
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
紫
の
上
な
ら
で
は
の
さ

ま
ざ
ま
な
魅
力
が
彼
を
と
り
こ
に
す
る
。
藤
壺
亡
き
後
、
彼
女
は
も
っ
と
も
理
想
的

な
女
性
と
し
て
源
氏
に
深
く
愛
さ
れ
て
い
く
。
紫
の
上
は
も
は
や
、「
形
代
」
で
は
な

－（4）－



い
。
ま
た
【
本
文
⑥
】
以
降
は
、
二
人
を
重
ね
た
直
接
的
な
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。

藤
壺
の
存
在
は
な
き
が
ご
と
し
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
読
め
ば
、
あ
と
一
箇
所
、
あ

る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
説
明
し
な
い
が
、
注
意
深
い
読
者
に
よ
っ
て
そ
れ
は
発
見

さ
れ
る
。
次
の
章
で
指
摘
し
、
考
察
し
た
い
。 

呼
応
す
る
表
現 

《
若
菜
上
》
巻
に
、
紫
の
上
の
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
四
十
歳
と
な
っ
た
源

氏
が
若
き
内
親
王
、
女
三
の
宮
と
結
婚
し
た
三
日
目
の
夜
。
当
時
の
約
束
事
に
従
っ

て
宮
と
夜
を
過
ご
し
た
も
の
の
、
源
氏
は
紫
の
上
の
夢
を
見
る
。
い
て
も
立
っ
て
も

い
ら
れ
な
く
な
っ
た
彼
は
、
早
起
き
の
鶏
の
声
を
聞
く
や
い
な
や
、
急
い
で
紫
の
上

の
い
る
東
の
対
に
向
か
う
。
そ
し
て
弁
解
し
つ
つ
、
寝
て
い
る
彼
女
の
横
に
す
べ
り

こ
む
。
彼
を
迎
え
た
紫
の
上
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。 

【
本
文
⑦
】
う
ら
も
な
く
な
つ
か
し
き
も
の
か
ら
、
う
ち
と
け
て
は
た
あ
ら
ぬ
御
用
意

な
ど
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
を
か
し
。
限
り
な
き
人
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
難
か
め
る
世
を

と
思
し
く
ら
べ
ら
る
。《
若
菜
上
》
巻
（
第
３
４
巻
目
） 

こ
こ
の
表
現
に
ふ
れ
た
時
、
は
る
か
か
な
た
に
あ
っ
た
場
面
が
思
い
出
さ
れ
た
。

二
十
九
巻
も
前
に
あ
る
《
若
紫
》
巻
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
里
帰
り
し
て
い
た
藤
壺

の
部
屋
を
源
氏
が
ひ
そ
か
に
訪
れ
、
一
夜
を
過
ご
す
場
面
が
あ
る
。
そ
の
描
写
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

【
本
文
⑧
】（
藤
壺
の
宮
は
）
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
に
、
さ
り
と
て
う
ち
と
け
ず
、

心
深
う
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
も
て
な
し
な
ど
の
、
な
ほ
人
に
似
さ
せ
た
ま
は
ぬ
を
、
な

ど
か
な
の
め
な
る
こ
と
だ
に
う
ち
ま
じ
り
た
ま
は
ざ
り
け
む
、
と
、
つ
ら
う
さ
へ
ぞ
思

さ
る
る
。《
若
紫
》
巻
（
第
５
巻
目
） 

 

用
い
ら
れ
て
い
る
語
の
意
味
と
い
い
、
置
か
れ
て
い
る
順
序
と
い
い
、
あ
ま
り
に

も
似
て
い
る
。
女
は
「
な
つ
か
し
く
―
こ
ち
ら
が
思
わ
ず
ふ
れ
た
く
な
る
よ
う
な
、

や
さ
し
い
態
度
で
」「
し
か
し
」「
決
し
て
気
を
許
す
こ
と
は
な
く
、
り
ん
と
し
て
い

る
。」「
そ
の
深
い
心
遣
い
は
」「
源
氏
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
立
派
な
態
度
」
な
の

だ
。「
他
に
は
、
こ
ん
な
女
は
い
な
い
…
。」
そ
し
て
ま
た
こ
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く

は
寝
所
に
お
け
る
藤
壺
の
よ
う
す
を
述
べ
た
【
本
文
】
⑤
と
も
重
な
る
。 

呼
応
し
て
い
る
の
は
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
、
御
帳
台
の
中
で
男
と
女

が
一
対
一
で
向
か
い
合
う
場
面
、
目
の
前
に
い
る
の
は
、
源
氏
の
も
っ
と
も
愛
す
る

女
君
で
あ
る
。
源
氏
は
相
手
を
強
く
求
め
て
い
る
の
に
、
女
は
や
さ
し
く
対
し
な
が

ら
も
自
分
の
心
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
を
し
な
い
。
女
も
、
男
も
、
切
な
い
の
で
あ

る
。 《

幻
》
巻
に
、
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
を
追
慕
す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
と
に
、

前
に
挙
げ
た
《
若
菜
上
》
巻
の
暁
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
は
、
彼
女
に
つ
ら
い
思
い

を
さ
せ
た
こ
と
を
深
く
悔
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
こ
こ
の
描
写
が
く
り
返
さ

れ
る
。 

【
本
文
⑨
】
雪
降
り
た
り
し
暁
に
立
ち
や
す
ら
ひ
て
、
わ
が
身
も
冷
え
入
る
や
う
に
お

ぼ
え
て
（
中
略
）
な
つ
か
し
う
お
い
ら
か
な
る
も
の
か
ら
、
袖
の
い
た
う
泣
き
ぬ
ら
し

た
ま
へ
り
け
る
を
ひ
き
隠
し
、
せ
め
て
紛
ら
は
し
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
の
用
意
《
幻
》
巻 

源
氏
に
と
っ
て
、
紫
の
上
の
こ
の
態
度
は
、
つ
ら
く
、
し
か
し
も
っ
と
も
大
切
な

思
い
出
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。 

さ
て
、
先
ほ
ど
の
表
現
に
も
ど
ろ
う
。【
本
文
⑦
】
は
、
源
氏
が
新
婚
の
女
三
の
宮

の
隣
を
抜
け
出
て
、
傷
つ
い
た
紫
の
上
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
た
場
面
に
あ
る
。
冗

談
め
か
し
て
弁
解
を
し
つ
つ
、
冷
え
た
体
を
温
め
て
欲
し
い
と
紫
の
上
の
脇
に
す
べ

り
こ
も
う
と
す
る
。
源
氏
の
求
め
た
の
は
、「
紫
の
上
そ
の
人
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
と

こ
ろ
が
皮
肉
に
も
、
そ
の
時
に
こ
そ
紫
の
上
は
、《
若
紫
》
巻
の
藤
壺
と
一
致
し
て
い

た
。
か
つ
て
、
若
き
源
氏
の
激
し
い
愛
を
つ
ら
い
気
持
ち
で
受
け
入
れ
た
藤
壺
の
描

写
が
、
紫
の
上
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

－（5）－



私
は
思
う
。
藤
壺
と
紫
の
上
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
全
く
同
じ
存
在
に
な
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
。
源
氏
に
と
っ
て
藤
壺
は
ず
っ
と
、
手
の
届
か
ぬ
せ
つ

な
い
究
極
の
愛
の
対
象
で
あ
り
、
紫
の
上
は
現
実
世
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
愛
し
て

い
る
女
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
源
氏
の
「
あ
だ
な
る
」「
心
弱
き
」
行
動
の
た
め
に
心

身
共
に
弱
っ
て
し
ま
っ
た
紫
の
上
は
、
こ
の
結
婚
以
降
、
源
氏
に
対
し
て
心
を
閉
ざ

し
て
し
ま
う
。「
つ
れ
な
し
」
と
い
う
形
容
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
源
氏
に
す
べ
て

を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
藤
壺
と
表
現
が
一
致
し
た
こ
の
時
、
紫
の
上
は

藤
壺
と
同
じ
よ
う
に
、
源
氏
が
愛
し
て
や
ま
な
い
、
し
か
し
彼
の
手
の
届
か
ぬ
存
在

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。そ
の
こ
と
を
、象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
初
め
に
挙
げ
た
例
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
読
ん
で
い
て
、
呼
応
し
て
い
る

表
現
を
感
じ
と
れ
ば
、
必
ず
前
の
箇
所
も
読
み
直
す
。
前
の
描
写
（
藤
壺
の
）
と
、

今
の
描
写
（
紫
の
上
の
）
を
比
べ
、
重
ね
た
時
、
藤
壺
の
切
な
さ
と
、
紫
の
上
の
切

な
さ
と
が
二
重
の
情
感
と
な
っ
て
、
我
々
読
者
の
胸
に
せ
ま
っ
て
く
る
…
。 

平
安
時
代
の
人
々
は
、繰
り
返
し
繰
り
返
し
こ
の
物
語
を
読
み（
あ
る
い
は
聴
き
）、

一
つ
ひ
と
つ
の
表
現
に
心
を
す
ま
し
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
と
も
言
う
べ
き
二
人
の
、

源
氏
と
の
愛
の
描
写
に
敏
感
で
な
い
は
ず
は
な
い
。《
若
菜
上
》巻
を
読
ん
だ
時
、人
々

は
思
う
。「
こ
れ
は
ど
こ
か
で
見
た
。」
記
憶
の
糸
を
た
ど
り
な
が
ら
い
く
と
、
幾
巻

も
隔
て
た
《
若
紫
》
の
巻
に
、
と
て
も
よ
く
似
た
表
現
が
載
っ
て
い
る
。
主
語
は
、

藤
壺
の
宮
。
あ
あ
や
っ
ぱ
り
、
と
読
者
は
思
う
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
て

い
る
の
か
、
自
分
で
そ
の
理
由
を
考
え
、
自
ら
の
鑑
賞
の
世
界
を
創
っ
て
い
く
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
、
作
者
紫
式
部
の
望
ん
だ
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。 

私
は
、
平
安
時
代
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
て
読
み
た
い
。『
源
氏
物
語
』
は
、

熱
心
な
読
者
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
私
も
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
気

づ
き
、
作
者
と
心
を
響
か
せ
あ
い
た
い
。
そ
ん
な
思
い
で
、
い
つ
も
ペ
ー
ジ
を
め
く

る
の
で
あ
る
。 

 

＊
引
用
し
た
本
文
は
、
参
考
資
料
①
に
よ
る
。 

 参
考
資
料 

① 

阿
部
秋
生 

秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男 

校
注
・
訳 

 

新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集 

「
源
氏
物
語
」 

小
学
館 

② 

川
島
絹
枝 

「『
源
氏
物
語
』
の
源
泉
と
継
承
」 

笠
間
書
院 

③ 

玉
上
琢
也 

「
源
氏
物
語
評
釈
」 

角
川
書
店 

④ 

三
谷
栄
一
編 

「
源
氏
物
語
事
典 

増
補
版
」 

有
精
堂 

⑤ 

大
和
和
紀 

『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』 

講
談
社 

 
 

（
後
記
）
小
論
Ⅰ
は
、
筑
波
大
学
附
属
高
校
の
三
年
生
を
対
象
と
し
た
授
業
の
中
で

生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
質
問
を
き
っ
か
け
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
校
生

の
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
感
覚
か
ら
の
発
言
は
、
し
ば
し
ば
私
に
解
釈
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
く
れ
る
。 

小
論
Ⅱ
の
よ
う
な
発
想
は
、
参
考
資
料
②
と
し
て
挙
げ
た
、
川
島
氏
の
著

書
の
中
の
論
文
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
第
二
節
の
「
紫
の
上
の

和
歌
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
の
機
能
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
は
、

巻
巻
を
隔
て
て
呼
応
す
る
和
歌
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら

読
む
こ
と
で
、
よ
り
深
い
鑑
賞
が
で
き
る
こ
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
私
は
大

き
な
衝
撃
と
感
動
を
お
ぼ
え
、そ
の
内
容
を
授
業
の
中
に
も
活
か
し
て
き
た
。

高
校
生
も
ま
た
、
川
島
氏
の
指
摘
・
豊
か
な
読
み
方
に
、
深
く
感
動
し
て
い

た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。 

－（6）－


