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源
氏
物
語
若
紫
巻
に
お
い
て
、
源
氏
と
藤
壷
が
二
度
目
の
逢
瀬
の
際
二

人
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。
二
度
目
と
す
る
に
つ
い
て

は
、
藤
壷
の
「
宮
も
あ
さ
ま
し
か
り
し
を
恩
し
出
づ
る
だ
に
、
世
と
と
も

の
御
も
の
恩
ひ
な
る
を
、
さ
て
だ
に
や
み
な
む
と
深
う
恩
し
た
る
に
」

（
若
紫
①
田
巳
か
ら
、
既
に
一
度
逢
っ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
こ
と
に

よ
る
。

や
ど
り

何
ご
と
を
か
は
聞
こ
え
つ
く
し
た
ま
は
む
、
く
ら
ぶ
の
山
に
宿
劃
ｂ

と
ら
ま
ほ
し
げ
な
れ
ど
、
あ
や
に
く
な
る
短
夜
に
て
、
あ
さ
ま
し
う

な
か
な
か
な
り
。

う
ち

源
氏
見
て
ｊ
ｂ
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
中
に
や
が
て
ま
ぎ
る

る
わ
が
身
と
も
が
な

は
じ
め
に

藤
壷
の
「
醒
め
ぬ
夢
」

両
者
は
「
夢
」
の
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
お
互
い
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る

が
、
源
氏
の
言
う
「
夢
」
と
藤
壺
の
用
い
た
「
夢
」
の
語
は
、
同
じ
く

「
夢
」
と
詠
み
な
が
ら
、
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
二
人
の
心
と

存
在
の
乖
離
を
象
徴
す
る
、
異
な
る
「
夢
」
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
従
来
に
も
、
こ
の
贈
答
歌
の
異
質
性
に
留
意
し
た
小
町
谷
照

彦
氏
は
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
（
東
京
大
学
出
版
会
１
９
８
４

年
８
月
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

…
こ
の
「
夢
」
に
対
す
る
姿
勢
は
両
者
に
お
い
て
か
な
り
へ
だ
た
り

が
あ
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
、
「
夢
」
は
現
実
の
困
難
な
状
況
を
一

と
む
せ
か
へ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
さ
す
が
に
い
み
じ
け
れ
ば
、

藤
壷
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ

夢
に
な
し
て
も

恩
し
乱
れ
た
る
ざ
ま
も
、
い
と
こ
と
わ
り
に
か
た
じ
け
な
し
。
（
若

（
注
と

紫
①
画
⑭
」
～
田
山
）

山
崎

和

子
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藤壺の「醒めぬ夢」
切
忘
却
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
「
夢
」
に
没
入
し
、
甘
美
に
耽
溺
す
る

こ
と
で
、
「
ま
れ
な
る
」
逢
瀬
の
永
続
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
…

…
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
壺
は
光
源
氏
の
よ
う
な
楽
天
性
は
持
ち
得
な

い
。
出
発
点
に
あ
る
の
は
「
憂
き
身
」
で
あ
る
。
「
憂
き
身
」
は
弱

者
で
あ
る
女
の
自
意
識
と
一
言
え
よ
う
。
「
憂
き
身
」
は
所
詮
「
夢
」

の
中
に
浸
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
こ
の
贈
答
は
両
者
の
愛

情
に
対
す
る
取
り
組
み
方
の
相
異
を
か
な
り
明
確
に
浮
き
彫
り
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
』
暖
～
』
鵠
頁
）

ま
た
、
当
該
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
六
十
九
段
に
お
け
る
伊
勢
斎
宮
の
禁

（
注
２
）

己
》
の
恋
の
歌
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
鈴
木
日
出
男
氏

も
「
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
を
踏
ま
え
た
上
で
、

源
氏
の
一
一
一
一
口
う
「
く
ら
ぶ
の
山
」
と
し
て
の
「
夢
」
も
、
藤
壺
の
言
う

「
醒
め
ぬ
夢
」
も
、
時
間
を
超
え
た
永
遠
性
を
志
向
し
て
い
る
。
…

…
源
氏
の
言
う
「
夢
」
は
あ
く
ま
で
も
不
確
か
な
観
念
そ
の
も
の
で

あ
り
、
愛
の
永
遠
へ
の
憧
れ
と
い
う
の
に
近
い
。
…
…
こ
れ
は
筆

者
注
・
藤
壷
歌
）
「
醒
め
」
ざ
る
を
え
な
い
「
夢
」
だ
と
し
て
、
源
氏
の

一
一
一
一
口
い
分
に
反
発
的
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
贈
答
歌
に
お
い
て
、
同
じ
語
を
詠
み
な
が
ら
内
容

を
転
化
す
る
手
法
は
常
套
的
で
あ
る
し
、
男
女
の
贈
答
歌
に
固
有
の
、
女

の
側
か
ら
の
「
切
り
返
し
」
が
あ
る
の
も
、
鈴
木
氏
の
説
か
れ
る
通
り
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
把
握
か
ら
は
、
二
人
の
「
夢
」
の
内
実
の
相

違
、
特
に
藤
壼
の
「
醒
め
ぬ
夢
」
の
語
で
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

今
少
し
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
醒
め
ぬ
夢
」
の
語
は
、
源
氏

物
語
に
も
平
安
和
歌
に
も
他
に
例
を
見
な
い
表
現
で
あ
る
。
本
稿
で
は
源

氏
物
語
と
平
安
朝
の
和
歌
に
お
け
る
「
夢
」
の
用
法
を
考
察
し
、
藤
壺
が

（
注
３
）

本
来
、
「
寝
ロ
ロ
」
或
は
「
斎
ミ
・
斎
ム
」
を
語
源
と
す
る
と
捉
え
ら
れ

る
「
夢
」
は
、

睡
眠
中
に
、
い
ろ
い
ろ
な
物
事
を
現
実
の
こ
と
の
よ
う
に
見
た
り
聞

い
た
り
感
じ
た
り
す
る
現
象
。
多
く
は
視
覚
的
性
質
を
も
ち
、
覚
醒

時
の
刺
激
の
残
存
や
身
体
内
部
の
感
覚
的
刺
激
に
影
響
さ
れ
て
起
こ

る
も
の
。
（
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
小
学
館
１
９
７
６
年
）

（
注
４
）

と
説
明
さ
れ
、
平
安
朝
以
後
は
比
楡
表
現
と
し
て
の
用
法
ｊ
ｂ
生
じ
た
。

ま
ず
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
夢
」
１
４
０
例
（
「
御
夢
」
４
例
を
含
む
）

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

１
か
の
有
明
の
君
は
、
は
か
な
か
り
し
夢
を
恩
し
出
で
て
、
い
と
も

の
膜
か
し
う
な
が
め
た
ま
ふ
。
（
花
宴
①
山
岳
）

２
五
壇
の
御
修
法
の
は
じ
め
に
て
つ
つ
し
み
お
は
し
ま
す
隙
を
う
か

が
ひ
て
、
例
の
夢
の
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
賢
木
②
］
＆
）

例
１
は
、
朧
月
夜
の
君
が
源
氏
と
の
弘
徽
殿
の
細
殿
で
の
逢
瀬
を
「
は

か
な
か
り
し
夢
」
と
捉
え
、
２
は
、
朧
月
夜
が
内
侍
と
し
て
出
仕
後
も
源

氏
と
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
「
例
の
夢
の
や
う
に
聞
こ
え
」
と
叙
述

す
る
。
こ
れ
ら
は
、
男
女
の
逢
瀬
そ
の
も
の
を
「
夢
」
と
捉
え
、
逢
瀬
を

「
ま
る
で
夢
の
よ
う
だ
」
「
夢
の
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
」
と
比
楡
的
に
表

現
す
る
例
で
あ
る
。
即
ち
、
弓
夢
』
が
情
交
を
暗
示
」
（
「
新
全
集
』
）
す

る
と
把
握
さ
れ
る
「
夢
」
で
あ
る
。
「
「
１
１

３
「
あ
り
し
世
は
み
な
夢
に
見
な
し
て
、
今
な
む
さ
め
て
は
か
な
き
に

「
醒
め
ぬ
夢
に
な
す
」
と
表
現
し
た
意
識
の
内
実
に
迫
っ
て
み
た
い
。

源
氏
物
語
の
「
夢
」
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該
は
、
｜
条
天
皇
崩
御
に
際
し
「
あ
り
し
世
は
夢
に
見
な
し
て
涙
さ
へ
と

ま
ら
ぬ
宿
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
」
（
栄
花
物
語
・
い
は
か
げ
、
続
古
今
集

巻
一
六
哀
傷
歌
］
さ
」
初
句
「
あ
り
し
世
を
」
）
と
詠
ん
だ
紫
式
部
歌
と

類
似
す
る
表
現
で
あ
る
。
４
は
、
須
磨
か
ら
明
石
に
居
を
移
し
た
源
氏
が

明
石
の
君
に
求
婚
し
、
明
石
の
君
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
、
男
女
の

贈
答
歌
に
お
け
る
男
の
求
愛
、
女
の
切
り
返
し
を
常
套
的
に
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
源
氏
歌
で
は
「
う
き
世
」
に
生
き
る
こ
と
を
「
夢
」
と
捉
え
、

思
た
ま
へ
た
ゆ
み
た
り
し
ほ
ど
に
。
夢
も
醒
む
る
ほ
ど
は
べ
な
る

を
、
い
と
あ
さ
ま
し
う
な
む
」
（
夕
霧
④
仁
ご

例
３
は
、
父
式
部
卿
宮
の
死
に
よ
り
斎
院
を
退
下
し
た
朝
顔
の
姫
君
を

訪
ね
た
源
氏
が
、
姫
君
へ
の
長
年
の
恋
情
を
訴
え
た
の
に
対
し
、
姫
君
は
、

過
去
の
「
あ
り
し
世
」
は
「
夢
」
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寝
て
見
る

「
夢
」
も
定
め
な
き
現
世
も
同
じ
く
は
か
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
当

６
夕
霧
い
つ
と
か
は
お
ど
ろ
か
す
べ
き
明
け
ぬ
夜
の
夢
さ
め
て
と
か
一
一
一
一
口

ひ
し
ひ
と
こ
と
（
夕
霧
④
宗
と

７
「
よ
る
し
う
お
こ
た
り
た
ま
ふ
さ
ま
に
う
け
た
ま
は
り
し
か
ば
、

明
石
明
け
ぬ
夜
に
や
が
て
ま
ど
へ
る
心
に
は
い
づ
れ
を
夢
と
わ
き

て
語
ら
む
（
明
石
②
誤
「
）

５
誰
も
誰
も
、
こ
と
わ
り
の
別
れ
に
て
た
ぐ
ひ
あ
る
こ
と
と
も
思
さ

４
源
氏
む
つ
ご
と
を
語
り
あ
は
せ
む
人
も
が
な
う
き
世
の
夢
も
な
か

ば
ざ
む
や
と

れ
ず
、
め
づ
ら
か
に
い
み
じ
く
、
明
け
ぐ
れ
の
夢
に
ま
ど
ひ
た
ま

ふ
ほ
ど
、
さ
ら
な
り
や
。
（
御
法
④
巴
①
）

や
と
思
ひ
た
ま
へ
定
め
が
た
く
は
べ
る
に
、
労
な
ど
は
静
か
に
や

定
め
き
こ
え
さ
す
く
う
は
く
ら
む
」
（
朝
顔
②
雪
山
）

「
今
は
、
か
く
あ
さ
ま
し
き
夢
の
世
を
、
す
こ
し
も
思
ひ
き
ま
す
を
り
あ
ら

ば
な
ん
、
絶
え
ぬ
御
と
ぶ
ら
ひ
も
、
聞
こ
え
や
る
べ
き
」
（
夕
霧
④
念
じ

と
答
え
さ
せ
た
、
そ
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
贈
歌
で
あ
る
。
落
葉
宮
は
柏
木

の
死
と
い
う
現
実
に
生
き
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
き
夢
」
と
捉
え
た
の
で

あ
り
、
夕
霧
の
言
う
「
明
け
ぬ
夜
の
夢
」
も
、
無
明
長
夜
の
闇
に
惑
う
落

葉
宮
が
見
る
「
夢
」
も
、
つ
ま
り
は
現
実
に
お
け
る
柏
木
の
死
を
指
し
て

い
る
。
信
じ
が
た
い
．
信
じ
た
く
な
い
出
来
事
で
あ
る
人
の
死
は
「
夢
」

と
捉
え
ら
れ
、
「
さ
め
」
た
「
う
つ
己
と
対
比
的
に
認
識
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
７
も
柏
木
の
弔
問
に
訪
れ
た
夕
霧
が
、
寝
て
見
る
「
夢
」
は
覚
め

る
時
が
あ
る
の
に
、
柏
木
の
死
と
い
う
現
実
は
覚
め
る
こ
と
が
な
い
と
、

落
葉
宮
に
語
る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
睡
眠
時
の
「
夢
」
は
覚
め
る
が
、

た
と
え
「
夢
」
と
思
わ
れ
よ
う
が
、
現
実
の
死
は
「
覚
め
る
こ
と
が
な
い
」

返
す
明
石
の
君
歌
は
、
「
う
き
世
の
夢
」
を
受
け
、
そ
れ
と
寝
て
見
る

「
夢
」
は
い
ず
れ
が
「
夢
」
で
あ
る
の
か
判
別
で
き
な
い
と
言
う
。
こ
れ

ら
は
は
か
な
い
こ
の
世
を
「
夢
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。

５
の
「
明
け
ぐ
れ
の
夢
に
ま
ど
ふ
」
は
、
紫
の
上
が
「
消
え
ゆ
く
露
の

心
地
」
し
て
夜
明
け
と
と
も
に
「
消
え
果
て
」
る
臨
終
場
面
を
叙
す
。
上

（
注
５
）

野
英
子
氏
は
、
「
あ
け
ぐ
れ
の
夢
」
は
紫
の
上
の
死
の
暗
愉
で
あ
る
と
し

た
上
で
、
「
あ
け
ぐ
れ
」
は
時
間
を
設
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
「
朝
と
も
夜

と
も
つ
か
ぬ
〈
暖
昧
さ
〉
や
朝
と
も
夜
と
も
い
え
る
〈
両
義
性
と
を
内

包
す
る
含
蓄
的
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
死
を
暗
楡
す
る
表
現
に
は
、
柏

木
の
死
を
「
か
く
夢
の
や
う
な
る
こ
と
」
（
柏
木
④
田
Ｓ
、
八
宮
の
死
を

「
恩
ひ
さ
ま
さ
ん
方
な
き
夢
」
（
椎
本
⑤
］
君
）
、
大
君
の
死
を
「
こ
の
近

き
夢
」
（
宿
木
⑤
宅
①
）
と
語
る
例
も
あ
る
。

次
に
６
は
、
柏
木
の
死
後
夕
霧
の
度
重
な
る
弔
問
に
対
し
、
落
葉
宮
が

1６
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藤壺の「醒めぬ夢」
と
い
う
認
識
で
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
夢
」
の
認
識
に
は

「
う
っ
２
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
霊
夢
と
し
て
源
氏
物
語
の
展
開
を
唱
導
す
る
「
夢
」
な
ど
の
用

法
も
あ
る
。

８
「
去
ぬ
る
朔
日
の
夢
に
、
ざ
ま
こ
と
な
る
物
の
告
げ
知
ら
す
る
こ

と
は
く
り
し
か
ば
、
信
じ
が
た
き
こ
と
と
思
う
た
ま
へ
し
か
ど
…
」

（
明
石
②
田
上

９
た
だ
い
さ
さ
か
ま
ど
ろ
む
と
も
な
き
夢
に
、
こ
の
手
馴
ら
し
し
猫

の
い
と
ら
う
た
げ
に
う
ち
な
き
て
来
た
る
を
…
（
若
菜
下
④

四四①）

８
の
明
石
入
道
が
見
た
「
さ
ま
こ
と
な
る
物
の
告
げ
知
ら
す
る
」
夢
は
、

同
じ
頃
源
氏
の
見
た
「
夢
の
中
に
も
父
帝
の
御
教
へ
あ
り
」
（
明
石
②

画
舘
）
と
照
応
し
、
源
氏
は
明
石
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
て
い
く
。
「
告
げ
知

ら
す
る
」
「
御
教
へ
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
夢
は
人
々
に

告
知
や
先
導
を
す
る
働
き
が
あ
り
、
不
可
解
な
夢
は
夢
解
き
に
よ
っ
て
そ

の
意
味
を
解
き
明
か
す
必
要
が
あ
っ
た
。
９
は
、
長
年
想
い
を
募
ら
せ
て

い
た
女
三
宮
と
関
係
を
結
ん
だ
柏
木
が
、
少
し
ま
ど
ろ
む
と
も
な
い
夢
に

愛
猫
を
見
た
も
の
で
、
そ
れ
は
女
三
宮
の
懐
妊
を
予
知
す
る
夢
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
古
代
的
な
「
夢
」
の
特
性
で
あ
る
神
の
託
宣
や
告
夢
・
霊
夢

（
注
６
）

の
系
謎
咀
に
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
夢
は
異
界
と
の
回
路
」
で
あ
り
、
死
者
や

（
注
７
）

物
の
怪
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
「
他
界
か
ら
の
信
口
互
で
あ
る
と
捉
遥
え
ら

れ
る
な
ど
、
亡
く
な
っ
た
人
の
夢
や
、
夢
見
に
よ
っ
て
人
身
の
災
い
を
察

知
す
る
夢
な
ど
も
こ
こ
に
含
め
ら
れ
る
。

源
氏
物
語
に
語
ら
れ
た
「
夢
」
は
、
本
来
の
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」
を

言
う
場
合
と
、
比
楡
表
現
が
あ
る
。
比
楡
表
現
で
は
、
現
実
の
「
う
っ
っ
」

と
は
思
え
な
い
・
思
い
た
く
な
い
こ
と
や
あ
ま
り
に
「
は
か
な
し
」
と
捉

え
ら
れ
る
こ
と
を
、
喜
び
や
苦
悩
・
悲
哀
な
ど
の
感
情
を
通
し
て
「
夢
」

ま
た
は
比
況
の
「
夢
の
や
う
」
「
夢
の
心
地
す
」
な
ど
と
表
現
す
る
。
即

ち
、
こ
れ
ら
を
場
面
と
し
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

イ
恋
情
に
よ
っ
て
睡
眠
中
に
恋
し
い
人
の
「
夢
」
を
見
る
こ
と
や
、

男
女
の
逢
瀬
を
「
夢
」
「
夢
の
や
う
」
な
ど
と
表
現
す
る
。

ロ
人
の
死
や
環
境
に
触
発
さ
れ
、
こ
の
世
や
身
を
は
か
な
い
も
の
と

捉
え
、
は
か
な
さ
の
楡
と
し
て
表
現
す
る
。
「
死
」
そ
の
も
の
も

「
夢
」
と
捉
え
る
。

ハ
古
代
的
な
神
託
と
し
て
の
「
夢
」
を
揺
曳
し
、
託
宣
や
霊
夢
・
告

夢
と
し
て
作
用
し
、
亡
く
な
っ
た
人
の
夢
な
ど
、
不
可
思
議
な

「
夢
」
を
表
現
す
る
。

一
一
今
一
つ
は
イ
ー
ハ
に
属
さ
な
い
、
単
純
に
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」

を
一
一
一
一
口
う
例
や
、
瞼
え
と
し
て
「
夢
を
結
ぶ
」
「
夢
を
見
る
」
が

ゆ
っ
く
り
眠
る
こ
と
を
表
す
例
が
あ
る
。

右
の
検
討
に
お
い
て
、
「
夢
」
は
「
う
っ
っ
」
と
深
く
関
係
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
、
源
氏
物
語
で
は
「
夢
う
つ
つ
」
が
並
列
的

に
語
ら
れ
る
例
は
１
例
し
か
な
く
、
「
夢
」
と
「
う
つ
つ
」
そ
の
も
の
を

対
に
し
て
語
る
例
も
少
な
い
。
「
う
つ
已
咀
例
は
、
地
の
文
に
お
い
て

「
う
つ
っ
と
も
お
ぼ
え
ず
」
（
７
例
）
「
う
つ
つ
の
心
地
し
た
ま
は
ず
」
（
２

例
）
「
う
っ
っ
な
ら
ず
」
（
１
例
）
と
、
「
う
っ
□
を
否
定
す
る
表
現
が

半
数
を
占
め
る
。
同
じ
く
信
じ
が
た
い
現
実
を
認
識
す
る
際
、
「
夢
」
と

捉
え
る
の
か
、
「
夢
の
や
う
」
「
夢
の
心
地
す
」
と
比
職
表
現
で
捉
え
る
の

か
、
或
は
「
う
つ
つ
」
と
思
え
な
い
と
捉
え
る
の
か
は
、
立
脚
す
る
場
や

認
識
の
度
合
い
な
ど
に
よ
り
違
い
が
あ
る
。
「
夢
」
「
う
つ
っ
」
例
を
和
歌
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ま
ず
『
古
今
集
」
に
「
夢
」
を
詠
む
歌
は
、
春
歌
下
１
首
、
物
名
１
首
、

恋
歌
別
首
、
哀
傷
歌
３
首
、
雑
歌
３
首
、
計
別
首
が
あ
る
。

１
１

ま
た
、
「
夢
」
の
場
面
別
の
比
率
に
つ
い
て
は
、
イ
恋
情
に
関
し
て

過
％
、
ロ
死
や
人
生
観
に
関
し
て
師
％
、
ハ
託
宣
な
ど
に
関
し
て
刑
％
、

一
一
睡
眠
時
の
夢
な
ど
に
関
し
て
ｎ
％
と
、
ロ
・
ハ
例
が
多
い
。
和
歌
四
首

の
み
に
つ
い
て
も
ロ
の
例
が
６
首
を
占
め
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
の
特
徴

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
平
安
和
歌
の
特
徴
と
し
て
は
「
万
葉
集
』
の
相
間

歌
の
流
れ
を
受
け
、
恋
の
歌
に
「
夢
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
次
に

和
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

散
文
一

「
と
散
文
に
分
類
す
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
（
数
字
は
用
例
数
）
。

1３ １２ 1０1１ 二
古
今
集
な
ど
和
歌
の
「
夢
」

寝
ぬ
る
夜
の
夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ば
い
や
は
か
な
に
も
な
り

ま
さ
る
か
な
（
巻
一
一
一
一
恋
歌
一
一
一
①
仁
）

命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
果
て
ぬ
夢
の
ざ
む
る
な

り
け
り
（
巻
一
一
一
恋
歌
二
二
℃
）
■
‐

寝
て
も
見
ゆ
寝
で
も
見
え
け
り
お
ほ
か
た
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
夢

恩
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
っ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら

ま
し
を
（
巻
一
二
恋
歌
一
一
ｍ
巴
）

ま
さ
る
か
な
い

犀
,■
率
二`■
2J
」｜
’̄’0J
Jml ⅢＩ

に
は
あ
り
け
る
（
巻
一
六
哀
傷
歌
⑭
田
）

１

Ｍ
夢
と
一
」
そ
い
ふ
く
か
り
け
れ
世
の
中
に
う
つ
つ
あ
る
も
の
と
思
ひ

け
る
か
な
（
巻
一
六
哀
傷
歌
、
詮
）

田
世
の
中
は
夢
か
う
つ
つ
か
う
つ
っ
と
も
夢
と
も
知
ら
ず
あ
り
て
な

け
れ
ば
（
巻
一
八
雑
歌
下
＠
室
）

例
皿
～
ｎ
は
部
立
が
「
恋
歌
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
恋
人
と
の
逢
瀬
を

「
夢
」
と
捉
え
て
「
は
か
な
」
く
思
い
、
恋
し
い
人
を
見
た
夢
が
覚
め
る

こ
と
を
「
さ
め
ざ
ら
ま
し
」
「
命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
」
と
詠
ん
で
い
る
。

『
万
葉
集
」
や
平
安
和
歌
に
お
い
て
人
々
は
恋
し
い
人
の
夢
を
見
る
こ
と

を
恋
愛
成
就
の
頼
み
と
し
て
お
り
、
現
実
で
は
逢
え
な
く
て
も
せ
め
て
夢

の
中
で
逢
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
は
か
な
い
夢
で
は
あ
っ
て

も
夢
が
「
さ
む
」
こ
と
へ
の
痛
惜
の
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
｜
方
、

旧
～
Ｅ
「
哀
傷
歌
」
「
雑
歌
」
に
お
け
る
「
夢
」
は
、
人
の
死
や
人
生
に

触
発
さ
れ
「
う
つ
せ
み
の
世
」
「
世
の
中
」
を
は
か
な
い
「
夢
」
と
捉
え
、

「
う
つ
三
と
の
対
比
に
お
い
て
「
夢
」
と
嘆
じ
る
の
で
あ
る
。

（
却
圧
５
）

「
古
今
集
』
の
〈
哀
傷
歌
〉
つ
い
て
菊
川
恵
一
二
氏
は
、
「
は
か
な
き
も

の
と
し
て
現
世
と
夢
を
同
一
視
す
る
表
現
が
、
死
を
対
象
に
し
た
哀
傷
歌

の
中
で
誕
生
す
る
」
「
こ
の
「
う
つ
っ
と
夢
」
は
う
っ
つ
優
位
か
ら
夢
優

位
へ
、
両
者
の
断
絶
か
ら
融
合
ま
で
、
王
朝
の
和
歌
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
に

う
た
わ
れ
、
歌
表
現
の
新
た
な
地
平
を
ひ
ら
い
て
い
く
」
と
し
て
、
『
古

今
集
』
に
お
い
て
哀
傷
歌
と
い
う
新
た
な
「
夢
」
の
表
現
世
界
が
創
出
さ

れ
、
以
後
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
人
の
死
に
触
れ

「
夢
」
を
詠
む
こ
と
は
、
「
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
挽
歌
に
亡
き
人
を
恋
い

夢
に
見
る
と
歌
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
相
聞
歌
と
同
じ
く
睡
眠
時

に
見
る
「
夢
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
「
夢
」
は
、
平
安
朝
に
お
い
て
比
嶮

1８

散
文

和
歌

7２ 1２ 夢

４ ０

御
夢

2５ ０

夢
の
や
う

2３ ０

夢
の
心
地
す

２ １
夢
か

１ ０

夢
う
つ
つ

1９ ０

語
７
つ
つ

Hosei University Repository



藤壺の「醒めぬ夢」
表
現
と
し
て
表
現
世
界
を
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
用
例
を
、

仮
に
歌
の
部
立
に
即
し
て
〈
恋
歌
〉
〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
と
分
類
す
る
な

ら
ば
、
〈
恋
歌
〉
と
〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
源
氏
物
語
で
は
、
『
古
今
集
』
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
く
哀
傷
歌
〉

の
世
界
や
〈
雑
歌
〉
に
属
す
る
例
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
に
「
後
撰
集
』
「
拾
遺
集
」
、
私
家
集
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み

た
い
。

肥
う
つ
つ
に
も
あ
ら
ぬ
心
は
夢
な
れ
や
見
て
も
は
か
な
き
も
の
を
恩

へ
ば
（
後
撰
集
巻
一
一
一
恋
四
四
の
）

Ⅳ
見
る
夢
の
う
つ
つ
に
な
る
は
世
の
常
ぞ
う
つ
つ
の
夢
に
な
る
ぞ
か

な
し
き
（
拾
遺
葉
巻
一
四
恋
四
冨
○
）

肥
夢
と
こ
そ
い
ふ
べ
か
り
け
れ
世
の
中
は
う
っ
つ
あ
る
も
の
と
恩
ひ

け
る
か
な
（
拾
遺
集
巻
二
○
哀
傷
屋
］
⑭
）

2４ 2３ 2２ 2１ 2０ 1９

あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
夢
か
と
お
ど
ろ
け
ど
う
つ
つ
は
さ
め
ぬ
も
の
に

ぞ
あ
り
け
る
（
保
憲
女
集
図
＆
）
１

程
も
な
く
け
ふ
は
か
ば
ね
と
成
り
に
け
り
あ
は
れ
は
か
な
き
夢
の

～世
な
り
や
（
嘉
一
一
一
一
口
集
］
○
○
）

あ
ふ
こ
と
は
あ
ら
ぬ
に
明
く
る
し
の
の
め
も
見
果
て
ぬ
夢
の
心
地

こ
そ
す
れ
（
保
憲
女
集
」
急
）

仮
の
世
を
背
き
果
て
に
し
か
ひ
も
な
き
人
は
う
っ
っ
か
夢
か
え
こ

そ
さ
だ
め
ね
（
斎
宮
女
御
集
田
ｅ

忘
ら
れ
ず
恋
し
き
も
の
は
春
の
夜
の
夢
の
残
り
を
ざ
む
る
な
り
け
り

（
貫
之
集
量
巳

さ
く
ら
ば
な
散
り
な
む
の
ち
は
見
も
果
て
ず
さ
め
ぬ
る
夢
の
こ
こ
ち

こ
そ
せ
め
（
躬
恒
集
鵠
巴

恥
う
っ
っ
に
て
夢
ば
か
り
な
る
あ
ふ
事
を
う
つ
つ
ば
か
り
の
夢
に
な

さ
ば
や
（
和
泉
式
部
集
留
、
）

例
砠
．
Ⅳ
の
部
立
は
「
恋
」
、
田
は
「
哀
傷
」
で
あ
る
。
他
の
歌
も
、

卯
・
〃
・
妬
は
〈
恋
歌
〉
に
、
四
．
皿
・
羽
・
別
・
妬
は
〈
哀
傷
歌
〉

〈
雑
歌
〉
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
四
・
卯
・
皿
で
は
『
古
今
集
』
と

同
じ
く
、
見
果
て
る
こ
と
な
く
「
さ
め
た
夢
」
を
哀
惜
し
、
妬
・
恥
の
和

泉
式
部
歌
は
、
つ
ら
い
出
来
事
を
現
実
と
し
て
直
視
す
る
の
で
は
な
く
、

夢
に
し
て
し
ま
い
た
い
、
或
い
は
自
分
が
夢
の
中
に
逃
避
し
て
し
ま
い
た

い
と
い
う
願
望
を
詠
ん
で
い
る
。
「
保
憲
女
集
』
例
犯
は
第
二
句
「
あ
か

ぬ
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
昭
で
は
、
「
夢
」
は
覚
め
る
が
、
「
う
っ
２

で
あ
る
現
実
は
い
か
に
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
」
で
あ
ろ
う
と
「
さ
め
ぬ
」

も
の
だ
と
捉
え
、
「
覚
め
る
夢
」
と
「
覚
め
な
い
う
つ
２
を
対
比
す
る

認
識
が
見
ら
れ
る
。
別
は
、
い
く
程
の
間
も
な
く
死
は
訪
れ
る
こ
と
を

知
っ
た
今
、
人
生
と
は
は
か
な
い
も
の
だ
と
気
付
い
た
感
慨
か
ら
、
こ
の

「
世
」
を
「
は
か
な
き
夢
」
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
に
お
い

て
は
、
「
夢
」
「
う
っ
己
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
は
か
な
い
「
世
」
を
「
夢
」
と
同
一
に
見
る
認
識
に
は
、
唯

摩
経
や
金
剛
般
若
経
に
お
け
る
「
是
身
如
レ
夢
二
虚
妄
見
已
。
切
有
為

法
如
二
夢
幻
鞄
影
二
な
ど
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

る
論
考
も
あ
る
。
確
か
に
『
公
任
集
』
に
は
「
唯
摩
経
十
の
た
と
ひ
」

を
歌
に
し
た
ｎ
首
が
並
び
、
「
此
身
夢
の
ご
と
し
」
を
詞
書
と
す
る
歌
は

「
常
な
ら
ぬ
こ
の
身
は
夢
の
同
じ
く
は
憂
か
ら
ぬ
こ
と
を
見
る
よ
し
も
が

な
」
（
山
程
）
と
、
無
常
の
「
現
身
」
Ⅱ
「
夢
」
と
詠
ん
で
い
る
。
平
安

2５

う
つ
つ
に
て
恩
へ
ぱ
言
は
む
方
も
な
し
今
宵
の
こ
と
を
夢
に
な
さ

ば
や
（
和
泉
式
部
集
と
『
）

日本文學誌要第７２号，

Hosei University Repository



前
章
の
考
察
か
ら
、
和
歌
で
は
「
夢
」
は
多
く
〈
恋
歌
〉
と
〈
哀
傷
歌
〉

〈
雑
歌
〉
の
二
系
統
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

私
は
こ
の
こ
と
か
ら
冒
頭
に
あ
げ
た
源
氏
と
藤
壺
歌
の
「
夢
」
に
つ
い
て
、

二
人
の
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
中
と
存
在
の
乖
離
を
象
徴
す

る
表
現
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
源
氏
歌
が

〈
恋
歌
〉
に
属
す
る
こ
と
の
把
握
は
容
易
で
あ
る
と
思
う
が
、
藤
壷
歌
が

〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
る

雷
う
。「
新
大
系
」
は
当
該
歌
を
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

（
源
氏
）
お
逢
い
し
て
も
ま
た
逢
う
夜
は
め
っ
た
に
な
い
夢
の
中
に
、

そ
の
ま
ま
に
ま
ぎ
れ
い
り
消
え
る
わ
た
し
の
身
で
あ
っ
て
ほ

し
い
よ
。

（
藤
壺
）
世
間
の
語
り
草
と
し
て
人
が
伝
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
世

に
類
の
な
く
つ
ら
い
こ
の
身
を
そ
の
ま
ま
覚
め
ぬ
夢
の
な
か

の
も
の
と
す
る
と
し
て
も
。

そ
し
て
、
「
藤
壺
の
返
し
は
世
間
の
目
へ
の
恐
れ
を
前
面
に
立
て
つ
つ

も
、
歌
の
贈
答
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
く
も
源
氏
の
無
謀
な
恋

情
を
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
注
し
、
前
述
の
鈴
木
日
出
男
氏
も
、
結
局
は

「
男
の
激
情
的
な
訴
え
を
包
み
こ
む
よ
う
な
心
の
い
た
わ
り
さ
え
も
含
ま

朝
の
人
々
に
と
っ
て
、
「
夢
」
が
〈
恋
歌
〉
ば
か
り
で
は
な
く
、
は
か
な

い
「
世
」
や
「
身
」
を
な
ぞ
ら
え
る
表
現
と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

｜
｜
｜
源
氏
の
「
夢
」
と
藤
壺
の
「
醒
め
ぬ
夢
」

れ
て
い
よ
う
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
藤
壺
歌
は
そ
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

源
氏
の
一
一
一
一
口
う
「
く
ら
ぶ
の
山
」
「
く
ら
ぶ
山
」
は
、
平
安
和
歌
で
は

「
や
み
」
「
明
け
ぬ
」
「
く
ら
（
比
）
ぶ
」
な
ど
に
掛
か
る
歌
枕
で
あ
る
が
、

そ
の
場
所
は
「
鞍
馬
山
の
古
名
と
も
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
甲
賀
郡
蔵
部

の
地
と
も
い
わ
れ
る
」
ｓ
新
全
集
」
）
よ
う
に
不
明
と
さ
れ
る
。
「
く
ら
ぶ

の
山
」
は
明
け
る
こ
と
の
な
い
暗
闇
の
世
界
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
宿
を

と
れ
ば
夜
が
明
け
る
こ
と
な
く
、
い
つ
ま
で
も
「
夢
」
の
よ
う
な
逢
瀬
を

続
け
、
「
夢
」
を
見
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
は
初
夏
の

「
あ
や
に
く
な
る
短
夜
」
で
あ
り
、
夜
は
明
け
「
夢
」
も
覚
め
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
源
氏
が
藤
壷
と
の
逢
瀬
を
「
現
と
は
お
ぼ
え
ぬ
」

（
①
若
紫
田
ご
と
捉
え
た
こ
と
と
照
応
し
て
、
「
夢
」
が
覚
め
て
し
ま
え

ば
「
う
っ
っ
」
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
に
源
氏
は
「
夢
の
中
」

に
紛
れ
込
み
、
見
果
て
る
こ
と
の
な
い
夢
に
甘
美
な
追
慕
の
情
を
抱
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
逢
瀬
を
「
夢
」
と
捉
え
、
小
野
小
町
が
「
夢
と
知
り

せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
」
生
詠
ん
だ
〈
恋
歌
〉
の
世
界
で
あ
る
。

一
方
藤
壺
は
、
「
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
」
を
自
ら
「
醒
め
ぬ
夢
に
な
す
」

こ
と
を
想
定
す
る
が
、
「
醒
め
ぬ
夢
」
表
現
は
「
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
ｌ

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』
（
角
川
書
店
）
を
検
索
す
る
に
他
に
例
が
な
い
。
「
夢
」
が

「
さ
む
」
「
さ
め
ぬ
（
完
了
）
」
「
さ
め
は
て
ぬ
（
打
遁
」
「
さ
め
ざ
ら
ま
し
」

は
和
歌
に
も
源
氏
物
語
に
も
見
ら
れ
る
し
、
和
歌
で
は
「
見
果
て
ぬ
夢
」

「
見
も
果
て
ず
さ
め
ぬ
る
夢
」
の
表
現
も
あ
る
。
そ
れ
故
「
醒
め
ぬ
夢
」

は
少
し
特
異
な
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
源
氏
の
言
う
「
夢
の
中
に

（
や
が
て
）
ま
ぎ
る
る
身
」
と
呼
応
し
、
藤
壺
も
わ
が
身
を
「
覚
め
る
こ

く
注
、
）

と
の
な
い
夢
の
中
に
閉
じ
込
め
た
と
し
て
も
」
と
読
め
な
く
も
な
い
。

2０
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藤壺の「醒めぬ夢」

女
三
宮
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
む
夢
な
り
け
り
と
見

て
も
や
む
べ
く
（
若
菜
下
④
巴
⑫
～
層
①
）

例
町
は
、
朧
月
夜
の
君
が
弘
徽
殿
の
細
殿
で
源
氏
と
逢
っ
た
際
、
別
れ

際
に
源
氏
が
「
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
。
…
か
う
て
や
み
な
む
と
は
、
さ

り
と
も
思
さ
れ
じ
」
（
花
宴
①
②
望
）
と
言
っ
た
こ
と
へ
の
切
り
返
し
の

歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
」
と
「
う
き
身
」

「
消
ゆ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
私
が
こ
の
ま
ま
こ
の
世
か
ら
消
え
た
な
ら

ば
と
、
死
を
意
味
す
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
「
草
の
原
」
は
「
死
後
の
魂

の
あ
り
か
、
墓
」
（
「
新
大
系
こ
の
意
で
あ
る
。

特
に
肥
は
、
藤
壺
と
源
氏
の
禁
忌
の
恋
が
変
奏
さ
れ
た
柏
木
物
語
に
お

け
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
柏
木
は
女
三
宮
と
関
係
を
結
ん
だ
後
、
「
た
だ
い

さ
さ
か
ま
ど
ろ
む
と
も
な
き
夢
」
（
若
菜
下
④
圏
巴
に
愛
猫
を
見
、
「
あ

は
れ
な
る
夢
語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
」
（
同
④
渭
巴
と
語
っ
た
が
、
実

際
に
は
「
夢
」
の
内
容
は
語
ら
れ
ず
、
女
三
宮
歌
は
そ
の
「
夢
語
」
の
語

と
右
例
の
柏
木
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
女
一
一
一
宮
の
言
う

「
夢
」
は
男
女
の
逢
瀬
を
捉
え
、
そ
れ
が
「
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む

べ
く
」
と
は
、
「
あ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
だ
」
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
実

の
「
う
つ
己
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
旬
と

下
旬
は
倒
置
さ
れ
、
．
あ
な
た
と
の
逢
瀬
は
、
現
実
と
は
思
え
な
い
）
夢

だ
っ
た
の
だ
と
思
う
こ
と
で
当
然
す
べ
て
が
終
わ
る
よ
う
に
、
私
の
憂
き

し
か
し
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
歌
に
注
目
し
た
い
。

2８ 2７

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
間
は
じ
と

や
思
ふ
（
花
宴
①
誤
『
）

柏
木
起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の

か
か
る
袖
な
り

皿
な
げ
き
わ
び
身
を
ぱ
棄
つ
と
も
亡
き
影
に
う
き
名
流
さ
む
こ
と
を

こ
そ
恩
へ
（
浮
舟
⑥
］
忠
）

例
羽
は
、
空
蝉
が
逢
瀬
直
後
で
は
な
い
が
帯
木
巻
末
に
お
い
て
、
わ
が

身
の
「
名
の
う
さ
」
故
に
「
消
ゆ
」
と
詠
み
、
釦
の
浮
舟
も
匂
宮
と
通
じ

た
わ
が
身
が
雪
よ
り
も
は
か
な
く
空
中
で
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
詠
じ

身
は
明
け
方
の
空
に
消
え
て
し
ま
い
た
い
」
と
願
う
意
で
あ
る
。
女
一
一
一
宮

に
と
っ
て
柏
木
と
の
逢
瀬
は
「
夢
」
と
し
て
終
わ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識

自
体
は
藤
壺
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
が
、
今
一
つ
留
意
す
べ
き
は
、
上

旬
の
「
う
き
身
は
消
え
な
な
む
」
に
あ
る
。
や
は
り
「
う
き
身
」
は
柏
木

と
通
じ
た
拙
い
運
命
の
わ
が
「
う
き
身
」
で
あ
り
、
「
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
」

「
消
え
」
る
こ
と
は
、
柏
木
歌
の
「
あ
け
ぐ
れ
」
「
露
」
の
語
と
照
応
し
な

が
ら
、
露
と
な
っ
て
こ
の
世
か
ら
消
滅
す
る
、
死
を
意
味
し
て
い
る
。

当
時
朧
月
夜
の
君
は
、
東
宮
へ
の
入
内
が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
源
氏
と
契
り
を
交
わ
し
、
女
三
宮
は
源
氏
の
正
妻
で
あ
っ
た
。

両
者
は
婚
姻
関
係
に
よ
る
逢
瀬
で
は
な
く
、
女
三
宮
に
お
い
て
は
密
通
で

あ
り
、
合
意
な
き
交
り
で
あ
る
。
そ
の
女
君
が
と
も
に
情
交
の
後
、
わ
が

「
う
き
身
」
が
「
消
ゆ
」
こ
と
を
歌
に
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
歌

の
型
で
あ
り
、
物
語
の
話
型
で
あ
る
と
し
て
も
、
夫
婦
関
係
で
は
な
い
男

女
の
情
交
の
後
、
女
君
が
わ
が
身
は
不
運
な
も
の
と
観
じ
て
こ
の
世
か
ら

消
え
た
い
と
、
死
を
意
識
し
た
歌
を
詠
む
点
に
注
目
で
き
る
。
次
の
よ
う

な
例
も
あ
る
。

3０ 2９

降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
中
空
に
て
ぞ
わ
れ
は
消
ぬ

’べ
き
（
浮
舟
⑥
」
臣
）

数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帯

木
（
帯
木
①
」
届
）
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て
い
る
。
同
じ
く
皿
も
、
浮
舟
が
匂
宮
と
の
恋
愛
沙
汰
を
世
間
に
対
し

み
っ
と
も
な
い
こ
と
だ
と
思
い
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
困
惑
す
る
嘆
き
か

ら
「
身
を
秦
っ
」
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
君
も
自
分
の

「
う
き
身
」
「
名
の
う
さ
」
故
に
「
消
ゆ
」
「
棄
っ
」
と
、
こ
の
世
に
お
い

（
注
、
）

て
わ
が
身
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
女

君
の
思
い
と
、
藤
壺
が
「
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
醒
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
」

と
想
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
等
質
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
女
君
も
「
う
き
身
」
は
「
消
ゆ
」
「
棄
っ
」

と
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
藤
壼
だ
け
は
そ
う
は
詠
ま
ず
「
う
き
身
」
を

「
醒
め
ぬ
夢
に
な
す
」
と
詠
じ
た
、
そ
の
独
自
性
・
特
異
性
に
も
留
意
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

皿
は
入
水
自
殺
を
決
意
し
た
浮
舟
が
、
た
と
え
自
分
が
死
ん
だ
と
し
て

も
死
後
世
間
の
「
人
笑
こ
と
な
り
「
う
き
名
」
を
流
す
で
あ
ろ
う
こ
と

を
憂
慮
す
る
歌
で
あ
る
が
、
藤
壺
も
源
氏
と
の
関
係
が
世
間
の
「
世
が
た

り
」
に
な
る
こ
と
を
こ
の
上
な
く
恐
れ
て
い
た
。
源
氏
物
語
中
７
例
あ
る

「
世
が
た
り
」
は
、
「
人
に
似
ぬ
・
め
づ
ら
か
．
め
づ
ら
し
。
あ
り
が
た
し
」

と
い
う
、
め
っ
た
に
な
い
希
有
さ
に
お
い
て
、
世
間
の
人
々
の
噂
に
の
ぼ

り
、
語
り
ぐ
さ
に
な
る
こ
と
を
言
う
。
藤
壺
は
帝
妃
で
あ
り
、
し
か
も
継

子
と
の
不
実
と
い
う
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
恋
愛
沙
汰
に
よ
っ
て
、
「
う
っ

２
の
世
の
人
々
の
好
奇
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
深
く
苦
悩
し
た
の
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
源
氏
と
藤
壼
の
歌
が
同
じ
く
「
夢
」
の
語
を
一
詠
み

な
が
ら
両
者
の
「
夢
」
に
大
き
な
懸
隔
が
感
じ
ら
れ
た
こ
と
に
一
つ
の
説

明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
源
氏
の
「
夢
」
は
〈
恋
歌
〉
の
「
夢
」
で
あ
り
、

夢
が
「
さ
め
な
ど
こ
と
を
希
求
す
る
歌
で
あ
る
。
片
や
藤
壺
歌
は
、
源

し
き
夢
の
さ
め
た
る
心
地
し
て
、
汗
に
お
し
潰
し
て
臥
し
た
ま
へ
り
」
（
東

屋
⑥
霊
）
例
な
ど
に
お
い
て
は
「
悪
夢
」
の
意
で
あ
る
が
、
当
該
の
藤

壺
に
お
け
る
「
醒
め
ぬ
」
こ
と
は
、
「
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の

で
は
な
い
。
本
来
は
覚
め
る
「
夢
」
が
「
覚
め
な
ど
こ
と
に
よ
っ
て
、

永
遠
に
覚
め
る
こ
と
の
な
い
「
夢
」
の
世
界
に
自
ら
を
封
じ
込
め
る
、
こ

氏
と
禁
忌
の
情
を
交
わ
し
て
し
ま
っ
た
不
運
な
わ
が
身
が
こ
の
世
に
在
る

こ
と
を
否
定
す
る
歌
で
あ
る
。
当
時
、
和
歌
の
〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
に

お
い
て
、
は
か
な
い
「
世
」
や
「
身
」
を
「
夢
」
と
な
ぞ
ら
え
る
認
識
が

あ
り
、
源
氏
物
語
で
も
「
世
」
や
「
死
」
を
「
夢
」
と
表
現
し
て
い
る
。

藤
壺
は
そ
れ
ら
を
基
底
に
わ
が
「
う
き
身
」
を
「
夢
に
な
す
」
と
表
現
し

た
。
し
か
も
そ
れ
は
「
醒
め
ぬ
夢
」
と
、
覚
醒
す
る
こ
と
の
な
い
、
「
う

つ
２
の
世
に
立
ち
返
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

「
見
果
て
ぬ
夢
」
で
あ
れ
ば
、
覚
醒
し
た
「
う
つ
２
の
世
界
か
ら
覚
め

た
夢
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
同
時
代
の
歌
人
和
泉
式
部
が
詠
じ
た

の
も
「
夢
に
な
す
」
こ
と
へ
の
願
望
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
藤
壷
は
、
類

例
の
な
い
不
運
な
身
と
観
じ
た
わ
が
身
を
「
醒
め
ぬ
夢
」
と
し
て
永
遠
に

夢
の
中
に
封
じ
込
め
る
、
つ
ま
り
は
死
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
、
わ
が
罪
が

世
間
の
語
り
ぐ
さ
と
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
も
、
本
居
宣
長
が
「
夢
は
さ
め
て
又
本
の
現
に
か
へ
る
物
な
る
を
、

夢
に
な
し
て
き
ゆ
る
身
は
、
か
へ
る
事
な
き
を
い
ふ
也
」
ｓ
源
氏
物
語
玉

の
小
櫛
』
）
と
、
こ
の
世
か
ら
「
消
ゆ
」
こ
と
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い

（
注
、
）

た
。
こ
れ
に
対
し
、
木
船
重
昭
氏
は
「
さ
め
て
」
こ
そ
救
わ
れ
る
「
茜
壷
」

が
「
さ
め
ぬ
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
永
久
に
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い

悪
夢
と
思
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
確
か
に
、
突
然

匂
宮
が
「
添
ひ
臥
す
」
と
い
う
事
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
浮
舟
が
、
「
恐
ろ

2２
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藤壷の「醒めぬ夢」

藤
壺
歌
の
「
醒
め
ぬ
夢
」
の
語
は
、
源
氏
歌
の
「
夢
」
の
語
と
響
き
あ

い
な
が
ら
も
、
平
安
和
歌
に
も
例
の
な
い
表
現
で
あ
り
、
源
氏
物
語
に
お

い
て
も
当
該
の
み
と
い
う
、
特
異
な
「
夢
」
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
根
底

に
は
、
「
う
っ
２
の
「
世
」
や
「
身
」
を
は
か
な
い
「
夢
」
と
捉
え
る

『
古
今
集
』
以
来
の
認
識
が
あ
り
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
寝
て
見
る

「
夢
」
は
覚
め
る
も
の
で
あ
る
し
、
「
う
き
世
の
夢
」
も
「
明
け
ぬ
夜
の
夢
」

も
所
詮
は
「
さ
む
」
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
死
」

だ
け
は
い
か
に
「
あ
け
ぐ
れ
の
夢
」
「
恩
ひ
さ
ま
さ
ん
方
な
き
夢
」
な
ど

「
夢
」
と
捉
え
る
と
し
て
も
、
覚
め
る
こ
と
の
な
い
現
実
で
あ
っ
た
。
「
醒

め
ぬ
夢
」
は
、
そ
う
し
た
「
覚
め
る
」
「
夢
」
を
「
覚
め
な
ど
も
の
と

し
て
封
印
し
、
「
う
つ
己
を
否
定
す
る
、
む
し
ろ
「
死
」
を
内
包
す
る
、

覚
醒
な
き
「
夢
」
の
世
界
を
創
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

鈴
木
日
出
男
氏
は
前
述
の
論
考
の
中
で
、
「
源
氏
の
言
う
「
く
ら
ぶ
の

山
』
と
し
て
の
「
夢
』
も
、
藤
壷
の
言
う
「
醒
め
ぬ
夢
』
も
、
時
間
を
超

え
た
永
遠
性
を
志
向
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
二
人
の
志
向

し
た
「
永
遠
性
」
す
ら
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
源
氏
は

〈
恋
歌
〉
の
発
想
に
お
い
て
甘
美
な
夢
を
追
想
し
「
愛
の
永
遠
」
を
志
向

し
た
の
に
対
し
、
藤
壷
は
源
氏
と
交
わ
っ
た
わ
が
身
、
わ
が
罪
を
永
遠
の

夢
の
中
に
封
印
す
る
と
い
う
、
死
を
意
味
す
る
「
永
遠
性
」
で
あ
っ
た
。

突
然
の
男
君
と
の
情
交
に
驚
き
、
拒
否
す
る
べ
き
立
場
の
女
君
が
共
に
自

分
を
「
う
き
身
」
と
捉
え
、
こ
の
世
か
ら
「
消
ゆ
」
こ
と
を
歌
に
詠
む
こ

の
世
の
生
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

お
わ
り
に

と
は
、
そ
れ
が
型
で
あ
る
と
し
て
も
、
藤
壺
例
も
本
質
的
に
そ
こ
か
ら
逸

脱
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
若
紫
巻
の
源
氏
と
藤
壺
の
密
会

は
二
度
目
だ
と
解
さ
れ
る
が
、
｜
度
目
の
叙
述
は
な
く
、
逢
瀬
後
初
め
て

の
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
解
釈
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
ま
た
「
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
」
の
「
た
ぐ
ひ
」
が
「
伊
勢
物
語
』

の
禁
忌
の
恋
の
女
君
と
の
比
較
に
あ
る
と
し
て
も
、
『
伊
勢
物
語
」
で
は

寝
て
見
る
「
夢
」
と
覚
め
た
「
う
つ
２
と
の
対
比
に
お
い
て
、
夢
か
う

つ
つ
か
の
判
定
を
（
詠
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
夢
」
は
源
氏
歌
と
同
じ

く
恋
歌
〉
に
属
す
る
認
識
で
あ
り
、
こ
こ
で
論
じ
た
藤
壺
の
「
醒
め
ぬ
夢
」

と
は
位
相
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
て
藤
壺
歌
は
、
「
世
間
の
語
り
ぐ
さ
と
し
て
人
は
伝
え
る
の
で

し
ょ
う
か
、
他
に
同
じ
例
の
な
い
私
の
不
運
な
身
を
覚
め
る
こ
と
の
な
い

夢
に
し
（
て
、
永
遠
に
夢
の
中
に
封
印
す
る
こ
と
で
、
私
が
こ
の
世
か
ら

い
な
く
な
り
）
ま
し
て
も
」
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

注
１２

『
源
氏
物
語
』
の
用
例
は
「
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に

よ
っ
た
。
『
新
全
集
」
と
略
称
。
「
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」

も
『
新
大
系
」
と
略
称
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）

に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
逢
瀬
の
夢
１
１
『
源
氏
物
語
」
注
解
ノ
ー
ト
か
ら
Ｉ
Ｉ
Ｌ
（
「
成
躍
國

文
」
第
師
号
２
０
０
４
年
３
月
）
。
「
源
氏
物
語
虚
構
論
」
（
東
京
大

学
出
版
会
２
０
０
３
年
２
月
）
所
収
「
天
上
の
恋
」
で
は
、
「
く
ら

ぶ
の
山
」
「
醒
め
ぬ
夢
」
に
「
仏
教
に
い
う
無
明
長
夜
の
闇
、
す
な

わ
ち
人
間
の
救
済
さ
れ
が
た
い
煩
悩
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
も
読
み
取

ろ
う
と
さ
れ
る
。
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９
鹿
内
和
子
「
和
歌
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て
ｌ
万
葉
集
～
八
代
集

ｌ
」
（
「
女
子
大
国
文
」
第
田
号
１
９
７
１
年
皿
月
）

８ ７

６
藤
井
由
紀
子
ヨ
源
氏
物
語
』
魂
の
系
譜
１
１
「
夢
」
と
「
物
の
怪
」

を
視
座
と
し
て
Ｉ
」
（
「
古
代
中
世
文
学
論
考
第
一
集
』
新
典
社

３５ ４

ｌ
」
（
「
女
二

注
２
に
同
じ
。

日
向
一
雅
「
源
氏
物
語
の
主
題
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語

の
構
造
』
１
２
１
頁
（
桜
楓
社
１
９
８
３
年
５
月
）

菊
川
氏
は
注
３
に
同
じ
。
川
本
真
貴
弓
源
氏
物
語
」
の
夢
と
方
法
」

（
「
同
志
社
国
文
学
」
第
田
号
１
９
７
８
年
３
月
）
な
ど
に
も
同
様

「
寝
目
」
説
は
、
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
夢
」
（
平
凡
社
１
９
７
２

年
５
月
岡
頁
）
菊
川
恵
三
「
万
葉
の
薑
古
今
の
夢
ｌ
俗
信
の

夢
の
ゆ
く
え
ｌ
」
（
「
上
代
文
学
』
第
如
号
２
０
０
４
年
４
月
）
、

「
斎
ミ
・
斎
ム
」
説
に
は
三
苫
浩
輔
『
源
氏
物
語
の
民
俗
学
的
研
究
」

（
桜
楓
社
１
９
８
０
年
６
月
）
な
ど
が
あ
る
。

鳥
居
和
子
「
日
本
文
学
古
典
に
於
け
る
夢
」
「
立
教
大
学
日
本
文

学
」
第
刈
号
１
９
７
３
年
６
月
）
、
江
口
孝
夫
「
日
本
古
典
文
学
夢

に
つ
い
て
の
研
究
」
（
風
間
書
房
１
９
８
７
年
２
月
）
な
ど
に
詳
細

不
義
の
子
を
宿
し
た
藤
壷
と
女
一
一
一
宮
は
出
産
に
よ
っ
て
も
死
ぬ
こ

と
を
願
っ
て
い
た
。
ま
た
、
紫
の
上
・
明
石
の
君
・
六
条
御
息

所
・
未
摘
花
な
ど
い
わ
ゆ
る
正
妻
格
・
通
い
妻
で
あ
る
女
君
は
、

「
頼
み
・
う
ら
み
．
お
ぼ
つ
か
な
・
さ
だ
め
な
し
・
う
し
．
な
げ
き

に
つ
い
て
の
研
究
」
（
風
間

な
「
夢
」
の
分
析
も
あ
る
。

「
源
氏
物
語
に
於
け
る
「
夢

「
明
け
ぐ
れ
の
夢
」

１
９
８
４
年
３
月
）

１
９
９
８
年
ｎ
月
）

の
指
摘
が
あ
る
。

る
「
夢
」
の
表
徴
ｌ
ｌ
特
に
紫
の
上
臨
終
時
の

を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
貴
賎
国
文
学
」
第
妬
号

1２

わ
ぶ
」
な
ど
と
詠
む
が
、
わ
が
「
う
き
身
」
が
「
梢
ゆ
」
と
詠
む

歌
は
見
ら
れ
な
い
。

「
藤
壺
の
宮
像
修
復
論
ｌ
若
紫
の
巻
の
一
節
の
再
審
Ｉ
」
（
『
平

安
文
学
研
究
』
第
蛆
輯
１
９
６
９
年
ｎ
月
）

（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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