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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
は
、鬚
黒
が
玉
鬘
を
強
引
に
得
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
光

源
氏
は
養
女
玉
鬘
を
尚
侍
と
し
て
出
仕
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
。
玉
鬘
に
あ
や

に
く
な
感
情
を
抱
き
つ
つ
、
世
間
体
を
考
え
た
上
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
矢
先
の
出

来
事
に
複
雑
な
心
境
で
あ
る
。

前
巻
藤
袴
巻
か
ら
は
唐
突
と
も
思
わ
れ
る
鬚
黒
・
玉
鬘
の
結
婚
だ
が
、
次
代
の
権

勢
を
握
る
で
あ
ろ
う
鬚
黒
の
政
治
的
な
面
か
ら
、「
十
分
な
現
実
性①
」
を
孕
む
と
す
る

積
極
的
な
評
価
が
為
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
玉
鬘
物
語
を
「
源
氏
が
玉
鬘
を
手
に
入

れ
そ
こ
な
っ
た
失
敗
譚②
」
と
捉
え
る
論
、
光
源
氏
の
創
り
出
し
た
六
条
院
世
界
の
翳

り
を
読
み
解
く
論③
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
坂
本
曻
氏
は
、
鬚
黒
と
北
の
方
の
娘
真

木
柱
が
明
石
姫
君
立
后
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
り
う
る
存
在
で
あ
り
、「
入
内
資
格
喪
失
の

事
情
を
玉
鬘
に
絡
ま
せ
て
描④
」
く
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
。

源
氏
三
八
歳
の
三
月
、
源
氏
は
鬚
黒
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
玉
鬘
に
、
か
り
の
こ
を

「
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し
て
」
贈
る
。
添
え
文
を
見
た
鬚
黒
は
、
返
事
を
書

き
か
ね
て
い
る
玉
鬘
に
代
わ
り
返
歌
を
贈
る
。
普
段
風
流
め
い
た
と
こ
ろ
の
な
い
鬚

黒
に
し
て
は
珍
し
い
返
歌
に
源
氏
は
苦
笑
し
、
心
中
玉
鬘
が
自
分
の
手
の
届
か
ぬ
と

こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
切
な
く
思
う
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
斎
藤
曉
子
氏⑤
や
竹
下
円
氏⑥
は
、
源
氏
が
鬚
黒
に
敗
北
を
認

め
、
源
氏
と
玉
鬘
と
の
断
絶
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
場
面
と
捉
え
て
い
る
。
か
り

の
こ
が
贈
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
義
隆
氏
が
「「
雁
の
子
」
＝
「
仮
の
子
」

を
際
だ
た
せ
る
た
め
の
道
具
立
て⑦
」
と
の
見
解
を
示
し
、
前
述
の
坂
本
氏
の
論
を
引

い
て
、
鬚
黒
は
玉
鬘
を
得
た
こ
と
で
立
后
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
真
木
柱
を
失
う
こ

と
に
な
り
、
源
氏
は
玉
鬘
を
失
っ
た
も
の
の
政
治
的
に
は
「
決
し
て
敗
北
し
て
い
な

い
」
と
す
る
。

し
か
し
、
か
り
の
こ
は
源
氏
が
玉
鬘
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
源
氏
は
万
一
他
人

に
見
ら
れ
て
も
問
題
な
い
よ
う
恋
情
を
入
念
に
押
し
隠
し
て
文
を
書
い
て
い
る
が
、

鬚
黒
が
代
筆
す
る
と
は
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
親
」ら
し
い
立
場
を

強
調
し
て
贈
る
源
氏
が
「
仮
の
子
」
を
匂
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。「
仮
の
子
」
を
指
摘

し
た
の
は
鬚
黒
で
あ
っ
て
、源
氏
の
歌
に
は
「
か
ひ
（
卵
）」
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

本
稿
で
は
か
り
の
こ
が
源
氏
か
ら
玉
鬘
に
贈
ら
れ
た
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
な
ぜ

玉
鬘
物
語
終
結
の
こ
の
場
面
で
、「
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し
て
」
か
り
の
こ

を
贈
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
、
山
吹
を
見
て
、
か
り
の
こ
を
贈
る

ま
ず
、
か
り
の
こ
を
贈
る
直
前
の
場
面
Ⓐ
か
ら
、
そ
れ
に
連
な
る
Ⓑ
へ
の
流
れ
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

Ⓐ　

  

三
月
に
な
り
て
、
六
条
殿
の
御
前
の
藤
山
吹
の
お
も
し
ろ
き
夕
映
え
を
見
た

『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
に
お
け
る
「
か
り
の
こ
」
を
贈
る
こ
と

―
「
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し
て
」

―

荻　

田　

み 

ど 

り
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ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
ま
づ
見
る
か
ひ
あ
り
て
ゐ
た
ま
へ
り
し
御
さ
ま
の
み
思

し
出
で
ら
る
れ
ば
、
春
の
御
前
を
う
ち
棄
て
て
、
こ
な
た
に
渡
り
て
御
覧
ず
。

呉
竹
の
籬
に
、               

咲
き
か
か
り
た
る
に
ほ
ひ
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。

「
色
に
衣
を
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

源
氏「                 

井
手
の
な
か
道
へ
だ
つ
と
も
い
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花

　
　

 

顔
に
見
え
つ
つ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
聞
く
人
な
し
。
か
く
さ
す
が
に
も
て

離
れ
た
る
こ
と
は
、
こ
の
た
び
ぞ
思
し
け
る
。
げ
に
あ
や
し
き
御
心
の
す
さ

び
な
り
や
。

Ⓑ　

 

か
り
の
こ
の
い
と
多
か
る
を
御
覧
じ
て
、
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し

て
、                       

奉
れ
た
ま
ふ
。
御
文
は
、
あ
ま
り
人
も
ぞ
目
立
つ
る
な

ど
思
し
て
、
す
く
よ
か
に
、

源
氏
お
ぼ
つ
か
な
き
月
日
も
重
な
り
ぬ
る
を
、                 

御
も
て
な
し

な
り
と
恨
み
き
こ
ゆ
る
も
、
御
心
ひ
と
つ
に
の
み
は
あ
る
ま
じ
う
聞
き

は
べ
れ
ば
、
こ
と
な
る
つ
い
で
な
ら
で
は
、
対
面
の
難
か
ら
ん
を
、
口

惜
し
う
思
ひ
た
ま
ふ
る
。

　
　

な
ど
、
親
め
き
書
き
た
ま
ひ
て
、

「
同
じ
巣
に
か
へ
り
し
か
ひ
の
見
え
ぬ
か
な
い
か
な
る
人
か
手
に
に
ぎ

る
ら
ん

　
　

な
ど
か
さ
し
も
な
ど
、
心
や
ま
し
う
な
ん
」 

（
真
木
柱
巻
⑶
三
八
五
頁
）

三
月
、源
氏
は
六
条
院
春
の
町
で
藤
や
山
吹
の
夕
映
え
を
見
る
。
そ
れ
に
よ
り「
見

る
か
ひ
」
が
あ
っ
た
玉
鬘
を
懐
旧
し
、
か
つ
て
玉
鬘
が
暮
ら
し
た
夏
の
町
西
の
対
へ

赴
く
。
呉
竹
の
籬
に
山
吹
が
咲
き
か
か
る
様
子
を
興
趣
深
く
感
じ
独
詠
す
る
。
玉
鬘

へ
の
断
ち
が
た
い
想
い
に
語
り
手
は
「
げ
に
あ
や
し
き
御
心
の
す
さ
び
な
り
や
」
と

評
し
、
か
り
の
こ
を
贈
る
流
れ
へ
と
移
る
。

こ
の
Ⓐ
山
吹
を
見
て
独
詠
↓
Ⓑ
か
り
の
こ
を
贈
る
流
れ
に
は
、
源
氏
の
気
持
ち
の

必
然
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
言
葉
の
上
で
も
Ⓐ
「
わ
ざ
と
な
う
」
―
Ⓑ
「
わ
ざ
と
な

ら
ず
」、
Ⓐ
「
思
は
ず
に
」
―
Ⓑ
「
思
は
ず
な
る
」
と
い
う
対
応
が
見
え
る
。
つ
ま

り
、
源
氏
は
山
吹
に
よ
り
玉
鬘
の
「
も
て
離
れ
た
る
こ
と
」
を
実
感
し
、
そ
れ
で
も

募
る
恋
し
さ
か
ら
か
り
の
こ
を
贈
っ
た
と
い
え
る
。

山
吹
は
、
六
条
院
の
主
、
源
氏
と
の
関
係
に
お
け
る
玉
鬘
を
象
徴
す
る
花
で
あ
っ

た⑧
。
玉
鬘
巻
の
衣
配
り
で
は
、
玉
鬘
に
「
山
吹
の
花
の
細
長
」
が
調
進
さ
れ
、
野
分

巻
で
は
、
夕
霧
が
源
氏
と
寄
り
添
う
玉
鬘
を
山
吹
に
喩
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
夕

顔
と
頭
中
将
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
「
撫
子
」
と
は
異
な
る
意
識
下
に
あ

る
。「
夕
映
え
」「
呉
竹
」
は
玉
鬘
と
亡
き
母
夕
顔
に
共
通
し
て
見
ら
れ
、
母
子
関
係

を
つ
な
ぐ
機
能
が
指
摘
さ
れ
る⑨
。「
呉
竹
の
籬
に
、
わ
ざ
と
な
う
咲
き
か
か
り
た
る
」

山
吹
は
、
夕
顔
の
面
影
を
包
含
し
な
が
ら
も
独
自
の
美
し
さ
を
見
せ
る
玉
鬘
を
、
源

氏
に
恋
し
く
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
情
景
が
源
氏
の
独
詠
の
契
機
と
な
る
。
端
を
発
す
る
「
色
に
衣
を
」、和
歌
に

続
く
「
顔
に
見
え
つ
つ
」
は
ど
ち
ら
も
『
古
今
和
歌
六
帖
』
歌
で
、「
お
も
ふ
と
も
こ

ふ
と
も
い
は
じ
く
ち
な
し
の
い
ろ
に
こ
ろ
も
を
そ
め
て
こ
そ
き
め
」（
第
五
「
く
ち
な

し
」
三
五
〇
八
）、「
夕
さ
れ
ば
野
べ
に
鳴
く
て
ふ
か
ほ
ど
り
の
か
ほ
に
み
え
つ
つ
わ
す

ら
れ
な
く
に
」（
第
六
「
か
ほ
ど
り
」
四
四
八
八
）
が
引
歌
と
さ
れ
る
。
山
吹
の
黄
色
か

ら
、
染
料
と
な
る
く
ち
な
し
の
色
を
連
想
さ
せ
、
口
に
出
せ
な
い
玉
鬘
へ
の
想
い
の

色
を
衣
に
で
も
染
め
て
表
し
た
い
、そ
の
よ
う
な
源
氏
の
心
が
独
詠
へ
と
つ
な
が
る
。

「
顔
に
見
え
つ
つ
」
に
は
「
夕
」「
顔
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
玉
鬘
の
面
影
を
忘
れ
が
た

く
思
う
気
持
ち
に
夕
顔
へ
の
想
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。

二
月
に
も
源
氏
は
玉
鬘
と
歌
を
交
わ
し
て
い
た
。
玉
鬘
が
鬚
黒
邸
に
引
き
取
ら
れ

た
翌
月
で
あ
る
。
源
氏
は
鬚
黒
の
手
前
ち
ょ
っ
と
し
た
冗
談
の
手
紙
で
は
贈
り
づ
ら

い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、春
雨
の
所
在
な
さ
に
か
こ
つ
け
て
文
を
贈
る
。「
恋

し
」
の
語
が
こ
の
場
面
に
集
中
し
、
源
氏
・
玉
鬘
双
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
離
れ

た
場
所
で
も
共
感
可
能
な
雨
は
心
の
つ
な
が
り
を
よ
り
強
く
求
め
る
。
し
か
も
、
玉

わ
ざ
と
な
う

思
は
ず
に

わ
ざ
と
な
ら
ず

思
は
ず
な
る
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鬘
と
の
雨
の
日
の
語
ら
い
は
、
四
月
の
雨
の
名
残
（
胡
蝶
巻
⑶
一
七
六
頁
）、
五
月
の
長

雨
（
蛍
巻
⑶
二
〇
二
頁
）、
野
分
（
野
分
巻
⑶
二
六
九
頁⑩
）
が
あ
っ
た
が
、「
の
ど
け
き
こ

ろ
の
春
雨
」（
真
木
柱
⑶
三
八
二
頁
）
は
な
い
。
二
人
の
雨
の
思
い
出
が
追
加
さ
れ
る
だ

け
で
、
二
人
の
仲
を
引
き
裂
く
も
の
で
な
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
三
月
に
は
玉
鬘
を
想
起
さ
せ
る
山
吹
の
情
景
が
整
う
。
こ
れ
が
玉

鬘
当
人
の
不
在
を
痛
感
さ
せ
る
。
源
氏
の
和
歌
を
聞
く
人
も
い
な
い
。
係
助
詞「
ぞ
」

が
「
こ
の
た
び
」
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
情
景
を
分
か
ち
合
え
な
い
状
況

に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
源
氏
は
玉
鬘
の
「
も
て
離
れ
た
る
」
こ
と
を
実
感
す
る
。
こ

の
後
玉
鬘
が
山
吹
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
実
感
の
も
と
で
も
動
く
「
あ

や
し
き
御
心
の
す
さ
び
」
が
玉
鬘
に
文
を
贈
る
口
実
を
求
め
、
か
り
の
こ
を
見
つ
け

る
の
で
あ
る
。

二
、
か
り
の
こ
を
贈
る

か
り
の
こ
と
は
、「
鴨
の
卵
」「
雁
の
卵
」、
総
称
と
し
て
水
鳥
の
卵
な
ど
の
諸
説
が

あ
る⑪
。『
枕
草
子
』
は
「
あ
て
な
る
も
の
」「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
巻
で
は
、あ
て
宮
の
求
婚
者
の
一
人
で
あ
る
実
忠
が

「
め
づ
ら
し
く
出
で
来
た
る
か
り
の
こ
」（
七
一
頁
）
を
あ
て
宮
に
贈
っ
て
い
る
。『
う

つ
ほ
物
語
』
に
は
他
に
鶯
と
鶴
の
卵
が
見
ら
れ
る
。
鶯
の
卵
は
、
実
忠
に
北
の
方
が

贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
て
宮
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
家
庭
を
顧
み
な
い
実
忠
を
非
難

す
る
た
め
、
春
雨
に
濡
れ
る
鶯
の
卵
を
、
涙
に
濡
れ
る
実
忠
の
子
の
喩
え
と
し
て
用

い
て
い
る
。
鶴
の
卵
は
三
日
夜
の
露
顕
（
結
婚
）
や
産
養
な
ど
、祝
宴
で
の
和
歌
に
見

ら
れ
実
物
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
の
こ
は
高
貴
な
相
手
に
献
じ
る⑫
の
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
だ
と
い
え
る
。

ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
、
作
者
道
綱
母
か
ら
夫
兼
家
の
妹

子
へ
か
り
の
こ
が

贈
ら
れ
て
い
る
。
真
木
柱
巻
と
同
じ
く
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

三
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
か
り
の
こ
の
見
ゆ
る
を
、
こ
れ
十
づ
つ
重
ぬ
る
わ

ざ
を
い
か
で
せ
む
と
て
、
手
ま
さ
ぐ
り
に
生
絹
の
糸
を
長
う
結
び
て
、
ひ
と
つ

結
び
て
は
ゆ
ひ
、
結
び
て
は
ゆ
ひ
し
て
、
引
き
立
て
た
れ
ば
、
い
と
よ
う
重
な

り
た
り
。
な
ほ
あ
る
よ
り
は
と
て
、
九
条
殿
の
女
御
殿
の
御
方
に
奉
る
。
卯
の

花
に
ぞ
つ
け
た
る
。
な
に
ご
と
も
な
く
、
た
だ
例
の
御
文
に
て
、
端
に
、「
こ
の

十
重
な
り
た
る
は
、
か
う
て
も
は
べ
り
ぬ
べ
か
り
け
り
」
と
の
み
聞
こ
え
た
る

御
返
り
、

子
数
知
ら
ず
思
ふ
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
十
重
ぬ
る
も
も
の
と
や
は
見
る

と
あ
れ
ば
、
御
返
り
、

道
綱
母
思
ふ
ほ
ど
知
ら
で
は
か
ひ
や
あ
ら
ざ
ら
む
か
へ
す
が
へ
す
も
数
を
こ

そ
見
め

　

そ
れ
よ
り
、
五
の
宮
に
な
む
、
奉
れ
た
ま
ふ
と
聞
く
。

 

（
上
巻　

康
保
四
年
三
月　

一
五
一
頁
）

か
り
の
こ
（
ま
た
は
鳥
の
卵
）
を
十
ず
つ
重
ね
る
こ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
五
〇

段
の
、
恨
み
言
を
言
っ
て
き
た
女
を
恨
ん
で
男
が
詠
ん
だ
歌
「
鳥
の
子
を
十
づ
つ
十

は
か
さ
ぬ
と
も
思
は
ぬ
ひ
と
を
思
ふ
も
の
か
は
」（
一
五
六
頁
）
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』

に
お
い
て
「
女
を
は
な
れ
て
よ
め
る
」
を
詞
書
に
、
下
の
句
「
人
の
こ
こ
ろ
を
い
か

が
た
の
ま
ん
」
と
す
る
歌
群
の
う
ち
の
一
首
「
か
り
の
こ
を
と
を
づ
つ
と
を
は
か
さ

ぬ
と
も
」（
第
四
「
ざ
ふ
の
思
」
二
一
九
七
）
に
見
ら
れ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
新
全
集

頭
注
に
よ
る
と
、
道
綱
母
は
こ
れ
ら
を
下
敷
き
に
、
か
り
の
こ
を
十
重
ね
る
と
い
う

非
常
に
困
難
な
こ
と
も
生
絹
の
糸
で
つ
な
げ
れ
ば
可
能
に
な
る
よ
う
に
、「
あ
な
た
は

思
っ
て
く
だ
さ
ら
な
く
て
も
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お

も
し
ろ
く
述
べ
た
一
種
の
遊
戯
的
表
現
」
と
す
る
。
後
に
五
の
宮
（
後
の
円
融
天
皇
）

に
献
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
や
は
り
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
本
気
の
恨
み
言
の

応
酬
で
は
な
く
言
語
遊
戯
の
趣
が
強
い
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
た
だ
し
、
篠
塚
純
子
氏

は
「
直
接
の
相
手
は
、

子
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
道
綱
母
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の
ひ
そ
か
な
思
い
は
夫
兼
家
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
兼
家

を
直
接
相
手
に
し
な
い
、
こ
の
よ
う
な
な
ぐ
さ
み
ご
と
に
、
か
え
っ
て
、
彼
女
は
そ

の
思
い
の
濃
さ
を
は
ば
か
ら
ず
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す⑬
」
と
述
べ
る
。

自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
兼
家
を
思
い
続
け
る
こ
と
に
苦
悩
す
る
和
歌
が
前
場
面

に
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
で
も

子
に
宛
て
た
和
歌
の
背
後
に
兼
家
へ
の
思
い

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

和
歌
で
も
『
伊
勢
物
語
』『
古
今
和
歌
六
帖
』
歌
を
下
敷
き
に
し
て
、人
の
心
の
頼

り
が
た
さ
を
詠
ん
だ
用
例
が
見
ら
れ
る
。

Ａ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
ね

　

あ
だ
人
を
た
の
ま
ん
こ
と
と
か
り
の
こ
を
か
さ
ね
て
み
ん
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
だ
み
ね

　

と
り
の
こ
は
か
さ
ね
て
し
ば
し
あ
り
ぬ
と
も
人
を
た
の
ま
む
こ
と
の
は
か
な
さ

（『
忠
岑
集
』
第
三
巻　

一
一
六
・
一
一
七
、『
躬
恒
集
』
第
七
巻　

二
五
三
・
二
五
四
）

Ｂ　

か
り
の
こ
を
十
た
て
ま
つ
り
給
へ
れ
ば
、
北
方

　

か
り
の
こ
に
う
ら
み
を
さ
へ
ぞ
か
さ
ね
つ
る
い
と
ど
つ
ら
さ
の
か
ず
を
み
す
れ
ば

 
（『
朝
光
集
』
八
五
）

Ｃ　

か
り
の
こ
を
人
の
お
こ
せ
た
る
に

　

い
く
つ
づ
つ
い
く
つ
か
さ
ね
て
た
の
ま
ま
し
か
り
の
こ
の
よ
の
人
の
こ
こ
ろ
を

（『
和
泉
式
部
集
』
七
〇
六
、『
続
千
載
和
歌
集
』
巻
第
七　

雑
体
に
も
所
収
）

Ａ
は
「
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
」
と
問
う
忠
岑
に
躬
恒
が
返
歌
す
る
問
答
歌
群
中
の
一
首

で
、
浮
気
な
相
手
を
頼
り
に
す
る
こ
と
と
か
り
の
こ
を
重
ね
る
こ
と
の
不
安
定
さ
を

比
べ
て
い
る
。
Ｂ
は
朝
光
が
贈
っ
た
か
り
の
こ
に
対
し
、
北
の
方
が
積
み
重
な
っ
た

恨
み
を
述
べ
、
Ｃ
で
は
か
り
の
こ
の
贈
り
主
に
、「
仮
の
此
の
世
」
と
の
掛
詞
で
人
の

心
の
頼
み
が
た
さ
を
嘆
く
。
累
卵
は
中
国
の
故
事
で
は
危
険
な
状
態
の
喩
え
だ
が
、

和
歌
で
は
つ
れ
な
い
人
へ
の
思
い
を
積
み
重
ね
た
不
安
定
さ
を
、
累
卵
の
不
安
定
さ

に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
先
に
見
た
Ｂ
・
Ｃ
と
も
に
か
り
の
こ
の
贈
り
主
の
歌
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
Ｂ
は
私
家
集
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
北
の
方
の
歌
の
み
で
、
こ
の
歌
に
対
す

る
朝
光
の
返
歌
も
収
載
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
に
贈
り
主
の
歌
を
挙
げ
た
。

Ｄ　

か
り
の
こ
を
た
て
ま
つ
る
と
て

　

を
さ
な
く
て
お
や
と
な
れ
た
る
か
り
の
こ
を
み
や
だ
て
し
て
も
お
も
ふ
べ
き
か
な

（『
忠
見
集
』
一
五
六
）

Ｅ  　

こ
の
か
た
し
た
る
わ
り
ご
を
、
さ
い
す
す
け
ち
か
か
り
て
か
へ
す
と
て
、
か

り
の
こ
を
い
れ
て

　

い
せ
じ
ま
に
よ
さ
の
う
み
よ
り
と
び
か
よ
ふ
う
は
の
空
に
も
か
ひ
に
な
し
け
り

　
　

か
へ
し

　

と
び
か
よ
ふ
よ
さ
の
し
ま
を
ぞ
人
は
と
り
と
ど
め（

マ
マ
）ば

か
ひ
は
あ
ら
ま
し

（『
和
泉
式
部
集
』
五
一
五
・
五
一
六
）

Ｆ　

も
の
ま
う
す
に
つ
れ
な
く
の
み
み
ゆ
る
女
に
、と
り
の
こ
を
い
つ
つ
や
る
と
て

　

す
に
す
め
る
身
を
わ
び
つ
つ
も
と
り
の
こ
の
い
つ
か
ひ
あ
り
と
も
の
を
お
も
は
む

（『
能
宣
集
』
四
巻　

二
八
七
）

Ｄ
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
献
上
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
か
り
の
こ
に
喩
え
た
子

の
成
長
を
思
う
。
Ｅ
は
祭
主
輔
親
（
大
中
臣
輔
親
）
が
借
り
た
破わ

り

子ご

（
食
物
携
帯
用
の
容

器
）
に
か
り
の
こ
を
入
れ
て
返
し
た
時
の
歌
で
あ
る
。
歌
中
の
伊
勢
は
輔
親
の
任
国
、

与
謝
は
和
泉
式
部
の
夫
保
昌
の
任
地
丹
後
国
の
地
名
で
あ
る
。「
か
ひ
」
に
「
卵
」
と

「
効（
甲
斐
）」を
掛
け
る
。
Ｆ
で
は
求
愛
し
て
も
冷
た
く
あ
し
ら
う
女
に
鳥
の
卵
を
五

つ
贈
る
。
か
り
の
こ
で
は
な
い
が
、『
伊
勢
物
語
』
同
様
複
数
の
鳥
の
卵
を
贈
る
例
で

あ
る
。
た
だ
し
、
和
歌
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
女
を
非
難
す
る
こ
と
は
な
い
。
Ｅ
と
同

様
「
五
つ
の
卵
」
―
「
い
つ
甲
斐
あ
り
」
の
掛
詞
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
か
り
の
こ
に
添
え
て
贈
る
歌
に
は
、
累
卵
の
不
安
定
さ
と
比
較
し

相
手
に
恨
み
言
を
述
べ
る
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
寧
ろ
、
親
が
生
ん
だ
卵
で

あ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
り
、「
卵
」
―
「
効
（
甲
斐
）」
の
掛
詞
で
自
身
の
想
い
を



一
九

『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
巻
に
お
け
る
「
か
り
の
こ
」
を
贈
る
こ
と

537

卵
自
体
に
喩
え
た
り
す
る
。
前
述
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
、
実
忠
が
か
り
の
こ
を

贈
っ
た
の
は
、
あ
て
宮
へ
の
想
い
の
比
喩
で
あ
る
か
り
の
こ
が
、
多
く
の
求
婚
者
の

中
で
目
を
惹
く
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
貴
重
な
か
り
の
こ
を
贈
る
こ
と
に
、
受
取

主
へ
の
想
い
が
少
な
か
ら
ず
読
み
取
れ
る
か
ら
こ
そ
、
受
取
主
は
相
手
の
頼
み
難
さ

を
、
重
ね
た
か
り
の
こ
の
不
安
定
さ
に
な
ぞ
ら
え
、
恨
み
言
を
返
す
の
で
あ
ろ
う
。

贈
り
主
は
、
た
と
え
恨
み
言
を
言
わ
れ
か
ね
な
い
状
況
で
も
相
手
と
の
関
係
を
保
ち

た
い
と
思
い
、
か
り
の
こ
を
贈
っ
た
と
も
い
え
る
。

玉
鬘
と
の
離
別
を
実
感
し
な
が
ら
も
諦
め
あ
ぐ
ね
て
い
る
源
氏
に
と
っ
て
、『
蜻
蛉

日
記
』
に
も
「
三
月
つ
ご
も
り
が
た
」
に
描
か
れ
る
か
り
の
こ
は
、
山
吹
の
咲
き
ほ

こ
る
晩
春
の
風
物
と
し
て
あ
つ
ら
え
向
き
で
あ
っ
た⑭
。
文
に
は
「
お
ぼ
つ
か
な
き
月

日
も
重
な
り
ぬ
る
を
」
と
記
し
て
い
る
。
か
り
の
こ
が
不
安
定
な
心
の
重
な
り
に
よ

そ
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
前
提
に
据
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
逆
接
「
を
」

に
続
け
て
、
玉
鬘
に
逢
え
な
い
現
状
が
玉
鬘
の
心
ひ
と
つ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と

擁
護
す
る
。
か
り
の
こ
を
贈
っ
て
は
い
て
も
、『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
よ
う
な
、
恋
人

へ
の
恨
み
言
で
は
な
い
と
の
弁
明
で
も
あ
る
。
飽
く
ま
で
も
「
す
く
よ
か
に
」、「
親

め
」
い
た
立
場
を
堅
持
す
る
。
文
中
で
「
恨
み
き
こ
ゆ
る

0

0

0

0

」「
聞
き
は
べ
れ

0

0

0

ば
」「
思

ひ
た
ま
ふ
る

0

0

0

0

」
と
、
謙
譲
語
・
丁
寧
語
を
多
用
し
、
か
し
こ
ま
っ
た
態
度
を
取
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
態
度
が
窺
え
る⑮
。
和
歌
で
も
累
卵
の
不
安
定
さ
に
は
触
れ
な

い
。「
お
な
じ
巣
」
に
孵
っ
た
は
ず
の
卵
が
見
当
た
ら
な
い
と
、親
の
立
場
か
ら
の
歌

と
し
て
言
葉
を
選
ん
で
い
る
。
物
語
の
構
成
と
し
て
は
鬚
黒
の
代
筆
歌
に「
仮
の
子
」

を
詠
み
込
ま
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
源
氏
は
山
吹
の
風
景
を
見
て
、
甲
斐

の
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
抑
え
が
た
い
想
い
の
丈
を
詠
み
込
む
た
め
に
か
り

の
こ
を
贈
っ
た
と
い
え
る
。

三
、
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し
て

で
は
、
な
ぜ
こ
の
か
り
の
こ
を
「
柑
子 

橘
な
ど
や
う
に
紛
ら
は
し
て
」
贈
る
必
要

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
玉
上
琢
彌
氏
は
「
そ
の
ま
ま
玉
鬘
に
贈
っ
た
の
で
は
、
礼

を
失
す
る
の
で
あ
ろ
う
、紙
に
包
ん
だ
り
し
て
柑
子
橘
に
見
せ
た
の
で
あ
る⑯
。」
と
述

べ
る
。
し
か
し
、か
り
の
こ
そ
の
も
の
に
飾
り
付
け
を
し
て
贈
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
中
の
「
紛
ら
は
す
」
の
用
例
を
見
る
と
、
自
分
の
真
意
や
よ

く
な
い
部
分
を
他
か
ら
分
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
り
、
決
し
て
元

の
も
の
を
飾
り
付
け
て
よ
く
見
せ
る
こ
と
に
重
点
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「
紛
ら
は
す
」
と
は
本
心
を
隠
す
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、隠
し
た
本
心
が
他
人
に
知
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
該
場
面
で
は
紛
ら
わ
し
た
元
の
姿
で
あ
る

か
り
の
こ
に
寄
せ
て
歌
が
詠
ま
れ
、全
く
紛
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
。「
柑
子 

橘
」
は
紛

ら
わ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
贈
答
歌
や
消
息
の
文
言
に
関
わ
っ
て
こ
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
源
氏
の
歌
に
「
か
ひ
の
見
え
ぬ
か
な
」
と
あ
る
点
で

あ
る
。
か
り
の
こ
が
紛
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
歌
の
意
味
が
成
り
立
つ
。
同
様

の
例
が
蜻
蛉
巻
に
見
え
る
。
薫
は
匂
宮
に
橘
の
折
枝
を
付
け
て
郭
公
の
歌
を
贈
る
。

折
枝
と
歌
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
薫
の
見
た
「
御
前
近
き
橘
の
香
の
な
つ
か
し

き
に
、
郭
公
の
二
声
ば
か
り
鳴
き
て
わ
た
る
」（
⑹
二
一
二
頁
）
と
い
う
情
景
が
表
さ

れ
て
い
る
。
匂
宮
は
薫
の
意
図
を
察
し
、
返
歌
に
橘
と
郭
公
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

源
氏
は
か
り
の
こ
を
紛
ら
わ
し
て
異
な
る
形
に
見
せ
る
こ
と
で
、「
か
ひ
の
見
え
ぬ
」

状
態
を
表
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
な
ぜ
紛
ら
わ
し
た
姿
が
「
柑
子 

橘
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
山

吹
と
同
色
の
黄
色
で
あ
る
こ
と
が
大
き
い
。源
氏
の
独
詠
歌
の
前
に
口
ず
さ
ん
だ「
色

に
衣
を
」
は
前
述
し
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
歌
で
あ
り
、
衣
を
く
ち
な
し
の
色
（
黄

色
）
に
染
め
る
。「
中
務
集
」
に
お
い
て
、
雪
を
か
り
の
こ
の
形
に
作
っ
て
「
か
り
の

こ
も
と
し
と
と
も
に
や
か
へ
る
ら
ん
ゆ
き
を
ふ
る
す
に
か
ひ
の
み
ゆ
る
は
」（
第
七
巻
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二
二
三
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、か
り
の
こ
は
白
い
。
そ
の
か
り
の
こ
を
黄
色
に
染

め
る
行
為
（
黄
色
の
染
料
で
染
め
る
、
も
し
く
は
黄
色
の
紙
で
包
む
方
法
が
考
え
ら
れ
る
）

は
前
場
面
の
源
氏
の
気
持
ち
と
通
じ
て
い
る
。

し
か
し
、黄
色
に
染
め
た
か
り
の
こ
は
山
吹
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
な
い
。『
萬
水
一

露
』
が
「
碩
五
月
の
比
の
心
興
あ
り
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
三
月
の
こ
の
場
面
で
、
夏

の
景
物
の
よ
う
に
か
り
の
こ
を
紛
ら
わ
す
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
柑
子 

橘
」
の

う
ち
、「
橘
」
に
つ
い
て
は
、「
さ
つ
き
ま
つ
花
橘
の
か
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
か

ぞ
す
る
」（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
三
夏
歌
一
三
九
よ
み
人
し
ら
ず
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
〇

段
）
に
代
表
さ
れ
る
、
昔
の
人
を
恋
う
よ
す
が
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

橘
の
実
は
源
氏
と
玉
鬘
の
間
で
し
か
分
か
ら
な
い
胡
蝶
巻
の
や
り
取
り
を
想
起
さ
せ

る
。　

な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
の
、
ふ
と
昔
思
し
出
で
ら
る
る
に
も
、
忍
び
が
た
く

て
、「
見
そ
め
た
て
ま
つ
り
し
は
、
い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
と
思
ひ
し

を
、
あ
や
し
う
、
た
だ
そ
れ
か
と
思
ひ
ま
が
へ
ら
る
る
を
り
を
り
こ
そ
あ
れ
。

あ
は
れ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。
中
将
の
、
さ
ら
に
、
昔
ざ
ま
の
に
ほ
ひ
に
も
見

え
ぬ
な
ら
ひ
に
、
さ
し
も
似
ぬ
も
の
と
思
ふ
に
、
か
か
る
人
も
も
の
し
た
ま
う

け
る
よ
」
と
て
、
涙
ぐ
み
た
ま
へ
り
。
箱
の
蓋
な
る
御
く
だ
も
の
の
中
に
、
橘

の
あ
る
を
ま
さ
ぐ
り
て
、

源
氏
「
橘
の
か
を
り
し
袖
に
よ
そ
ふ
れ
ば
か
は
れ
る
身
と
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な

世
と
と
も
の
心
に
か
け
て
忘
れ
が
た
き
に
、
慰
む
こ
と
な
く
て
過
ぎ
つ
る
年
ご

ろ
を
、
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
は
、
夢
に
や
と
の
み
思
ひ
な
す
を
、
な
ほ
え
こ

そ
忍
ぶ
ま
じ
け
れ
。
思
し
う
と
む
な
よ
」
と
て
、御
手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
、

女
か
や
う
に
も
な
ら
ひ
た
ま
は
ざ
り
つ
る
を
、
い
と
う
た
て
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
お

ほ
ど
か
な
る
さ
ま
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
。

玉
鬘
袖
の
香
を
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
橘
の
み
さ
へ
は
か
な
く
な
り
も
こ
そ
す
れ

（
胡
蝶
巻
⑶
一
七
七
頁
）

源
氏
が
亡
き
夕
顔
を
思
い
出
す
拠
り
所
と
し
て
玉
鬘
に
気
持
ち
を
傾
け
、
初
め
て

慕
情
を
告
白
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
源
氏
を
養
父
と
し
て
し
か
見
て
い
な

か
っ
た
玉
鬘
は
「
う
た
て
」
と
思
い
な
が
ら
も
穏
や
か
に
返
歌
す
る
。
こ
こ
で
、
源

氏
が
く
だ
も
の
の
中
か
ら
橘
を
取
り
「
ま
さ
ぐ
」
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
た
い
。
こ
の
橘
の
実
は
、
源
氏
と
玉
鬘
の
贈
答
歌
の
中
で
玉
鬘
に
よ
そ
え
ら

れ
、
源
氏
は
玉
鬘
の
「
御
手
を
と
ら
へ
」
る
。
こ
の
時
に
は
源
氏
の
手
の
中
に
あ
っ

た
玉
鬘
が
、「
お
な
じ
巣
に
」
歌
で
示
唆
す
る
よ
う
に
、
今
は
別
の
人
の
手
に
握
ら
れ

て
い
る⑰
。
そ
し
て
、「
見
る
か
ひ
」
の
あ
っ
た
玉
鬘
が
今
は
「
か
ひ
の
見
え
ぬ
」
状
態

で
、
源
氏
に
は
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

源
氏
が
玉
鬘
に
あ
や
に
く
な
想
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
源
氏
と
玉
鬘
以
外
の

人
に
は
知
り
え
な
い
。
薄
々
感
づ
い
て
い
た
の
が
右
近
で
あ
り
、
二
月
に
そ
の
こ
と

が
描
か
れ
て
い
る
。
源
氏
は
も
と
も
と
夕
顔
に
仕
え
て
い
た
右
近
を
、
玉
鬘
と
の
仲

介
役
と
し
て
頼
り
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
た
め
に
玉
鬘
へ
の
思
慕
を
自
由
に
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
。
玉
鬘
の
「
ゐ
や
ゐ
や
し
く
書
き
な
し

0

0

」（
三
八
三
頁
）
た
返
事
か
ら
も
、

源
氏
を
恋
し
く
思
い
な
が
ら
、
外
見
は
父
娘
の
体
裁
を
取
り
繕
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
三
月
に
は
別
の
方
法
を
取
っ
た
。
娘
を
卵
に
喩

え
、
さ
も
会
え
な
い
こ
と
を
寂
し
く
思
う
親
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
た
文
を
、
か

り
の
こ
に
添
え
る
。
鬚
黒
が
「
す
き
ず
き
し
や
」（
三
八
七
頁
）
と
非
難
す
る
よ
う
に
、

確
か
に
源
氏
の
文
は
親
か
ら
の
手
紙
に
し
て
は
あ
だ
め
い
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏

の
真
意
は
「
か
り
の
こ
」
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
鬚
黒
が
玉
鬘
に
代
わ
っ
て
詠

ん
だ
歌
「
巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
こ
を
い
づ
方
に
か
は
と
り
か
く
す
べ

き
」（
同
）
が
か
り
の
こ
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
源
氏
に
と
っ
て
は
思
う
壺
と
も

い
え
よ
う
。
思
う
が
ま
ま
に
伝
え
ら
れ
な
い
想
い
だ
か
ら
こ
そ
、
紛
ら
わ
せ
た
後
の

姿
で
あ
る
橘
に
、
く
だ
も
の⑱
の
中
か
ら
橘
を
選
び
取
っ
て
告
げ
た
想
い
を
隠
す
。
他

者
に
は
「
お
な
じ
巣
に
」
歌
で
視
点
を
か
り
の
こ
自
体
に
向
け
さ
せ
、
玉
鬘
に
し
か

分
か
ら
な
い
形
で
未
だ
忘
れ
ら
れ
な
い
玉
鬘
へ
の
慕
情
を
打
ち
明
け
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

源
氏
は
玉
鬘
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
山
吹
を
見
て
、
玉
鬘
が
「
も
て
離

れ
た
る
」
こ
と
を
実
感
す
る
。
既
に
甲
斐
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
繋
ぎ
止
め
た
い
気

持
ち
が
か
り
の
こ
を
贈
ら
せ
る
。
三
月
の
風
物
で
あ
る
か
り
の
こ
は
貴
重
で
、
贈
物

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で

は
、
卵
を
重
ね
る
こ
と
が
不
安
定
な
心
の
頼
み
難
さ
と
比
較
さ
れ
る
。
こ
れ
を
下
敷

き
に
、
源
氏
は
玉
鬘
に
会
え
な
い
月
日
が
重
な
っ
た
と
述
べ
る
。
と
は
い
え
、
表
向

き
は
飽
く
ま
で
「
お
な
じ
巣
に
か
へ
り
し
」
親
と
し
て
の
文
で
あ
る
。
恋
人
へ
の
恨

み
言
に
な
り
そ
う
な
か
り
の
こ
も
、
文
の
中
で
そ
の
可
能
性
を
打
ち
消
し
、
累
卵
と

は
異
な
る
掛
詞
を
用
い
て
「
す
く
よ
か
」
な
印
象
を
残
す
。
鬚
黒
が
い
ぶ
か
し
む
よ

う
に
、
養
女
へ
宛
て
た
も
の
に
し
て
は
過
度
な
執
着
が
見
え
る
も
の
の
、
親
と
し
て

と
言
い
逃
れ
で
き
る
範
囲
の
文
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
も
歌
も
か
り
の
こ
の
修
辞
に
終
始
し
、
玉
鬘
以
外
の
者
が
読
め
ば
、

視
線
が
か
り
の
こ
に
向
か
う
よ
う
計
算
さ
れ
て
い
た
。
源
氏
と
玉
鬘
と
の
間
で
し
か

通
じ
な
い
記
号
「
橘
」
な
ど
の
よ
う
に
か
り
の
こ
を
紛
ら
わ
す
こ
と
で
、
源
氏
が
く

だ
も
の
の
中
か
ら
橘
の
実
を
選
び
「
ま
さ
ぐ
り
」、玉
鬘
に
初
め
て
慕
情
を
打
ち
明
け

た
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
前
月
に
文
の
仲
介
を
頼
ん
だ
右
近
に
さ
え
、
玉
鬘
へ
の
思

慕
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
、
十
分
な
想
い
を
伝
え
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

源
氏
は
幾
重
に
も
自
分
の
気
持
ち
を
覆
い
隠
し
、
六
条
院
に
い
た
右
近
を
介
さ
ず
、

玉
鬘
に
し
か
分
か
ら
な
い
方
法
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
玉
鬘
か
ら
の
返
事
は
な
く
鬚
黒
か
ら
の
代
筆
歌
が
届
く
。
こ
の
三
月
の

応
酬
を
最
後
に
、
源
氏
と
玉
鬘
と
の
交
渉
は
描
か
れ
な
く
な
る
。
玉
鬘
が
次
に
登
場

す
る
の
は
若
菜
上
巻
の
源
氏
四
十
の
賀
で
、
鬚
黒
夫
人
と
し
て
若
菜
を
献
上
す
る
。

源
氏
が
初
め
て
慕
情
を
打
ち
明
け
た
際
に
自
身
の
手
の
中
に
あ
っ
た
橘
は
、
皮
肉
に

も
二
人
の
関
係
の
完
全
な
る
終
焉
を
突
き
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊  

引
用
本
文
は
以
下
の
通
り
。『
源
氏
物
語
』
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、『
う
つ

ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
氏
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う
、『
蜻
蛉
日
記
』『
伊
勢
物

語
』
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、

傍
線
・
記
号
等
私
に
加
筆
し
た
。
な
お
、
引
用
本
文
中
の
「
鴨
の
卵
」「
雁
の
子
」
は
す

べ
て
「
か
り
の
こ
」
と
平
仮
名
表
記
に
改
め
た
。

注①　
秋
山
虔
氏
「
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
―
源
氏
物
語
ノ
オ
ト
よ
り
―
」（『
文
学
』
一
八
‐

一
二　

一
九
五
〇
年
一
二
月
）

②　

吉
岡
曠
氏
「
玉
鬘
物
語
の
構
造
」（『
源
氏
物
語
論
』
笠
間
書
院　

一
九
七
二
年
十
二

月
、
初
出
は
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
一
五　

一
九
七
二
年
一
月
）

③　

田
坂
憲
二
氏
「
玉
鬘
十
帖
の
結
末
に
つ
い
て
―
若
菜
巻
へ
の
一
視
点
―
」（『
源
氏
物

語
の
人
物
と
構
想
』
和
泉
書
院　

一
九
九
三
年
一
〇
月
、初
出
は
『
語
文
研
究
』
四
九　

一
九
八
〇
年
六
月
）、
伊
井
春
樹
氏
「
玉
鬘
十
帖
の
主
題
」（『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』

第
一
巻　

風
間
書
房　

一
九
九
八
年
六
月
）

④　

坂
本
曻
氏
「
明
石
姫
君
と
真
木
柱
」（『
中
古
文
学
』
三
九　

一
九
八
七
年
五
月
）

⑤　

斎
藤
曉
子
氏
「
玉
鬘
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語
の
探
求
』
第
八
輯　

一
九
八
三
年
六
月
）

⑥　

竹
下
円
氏
「
玉
鬘
十
帖
の
結
末
」（『
む
ら
さ
き
』
四
三　

二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

⑦　

熊
谷
義
隆
氏
「
か
り
の
こ
―
仮
の
子
を
得
て
実
子
を
手
放
す
物
語
」（『
源
氏
物
語
の

鑑
賞
と
基
礎
知
識
』

No.
　

37
真
木
柱　

二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

⑧　

河
添
房
江
氏
（「
花
の
喩
の
系
譜
―
源
氏
物
語
の
位
相
―
」『
源
氏
物
語
の
喩
と
王

権
』
有
精
堂
出
版　

一
九
九
二
年
一
一
月
、初
出
は
『
日
本
の
美
学
』
三　

一
九
八
四

年
一
〇
月
）
は
、「
六
条
院
に
養
女
格
と
し
て
迎
え
取
ら
れ
な
が
ら
、
娘
分
と
も
妻
妾

と
も
つ
か
ぬ
玉
鬘
の
、
な
ん
と
も
半
端
で
生
き
が
た
い
位
置
の
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
」
と
述
べ
る
。

⑨　
「
夕
映
え
」
に
つ
い
て
は
伊
藤
夏
穂
氏
（「『
源
氏
物
語
』
の
「
夕
映
え
」」『
日
本
文

学
論
究
』
六
九　

二
〇
一
〇
年
三
月
）
が
、「
呉
竹
」
に
つ
い
て
は
笹
生
美
貴
子
氏

（「『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
呉
竹
」
―
《
夕
顔
・
玉
鬘
母
子
物
語
》
の
伏
線
機
能
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―
」『
語
文
』
一
二
四　

二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

⑩　

野
分
巻
の
源
氏
と
玉
鬘
の
応
酬
の
場
面
自
体
に
「
雨
」
の
語
は
な
い
が
、同
日
夕
霧

が
紫
の
上
を
垣
間
見
た
場
面
で
は
村
雨
が
降
っ
て
い
た
。
ま
た
、玉
鬘
へ
の
源
氏
の
返

歌
に
「
し
た
露
に
」
と
あ
る
。

⑪　

黒
田
長
禮
氏
『
雁
と
鴨
』
修
教
社
書
院　

一
九
三
九
年
二
月
、
黒
田
長
久
氏
・
森
岡

弘
之
氏
監
修
『
世
界
の
動
物　

分
類
と
飼
育
〔
ガ
ン
カ
モ
目
〕』
東
京
動
物
園
協
会　

一
九
八
〇
年
一
二
月
に
よ
る
と
、マ
ガ
ン
や
カ
リ
ガ
ネ
等
の
ガ
ン
類
は
冬
鳥
と
し
て
日

本
に
渡
っ
て
く
る
も
の
の
、日
本
で
の
繁
殖
の
記
録
は
な
い
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
や
北
ア
メ

リ
カ
の
極
北
部
で
六
〜
八
月
に
一
腹
四
〜
七
個
の
卵
を
産
む
）。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ル

ガ
モ
は
本
邦
中
部
で
の
繁
殖
期
を
四
月
下
旬
〜
七
月
（
太
陽
暦
）
と
し
、
一
腹
六
〜

一
〇
個
或
い
は
八
〜
一
三
個
で
あ
る
と
い
う
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
か
り
の
こ
を
贈
る
場

面
が
三
月
下
旬
で
あ
る
こ
と
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
等
に
か
り
の
こ
を
十
ず
つ
重
ね
る

和
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
橋
姫
巻
で
宇
治
八
の
宮
が
「
う
ち
棄
て
て
つ
が
ひ
さ

り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お
く
れ
け
ん
」（
⑸
一
一
四
頁
）
と
詠
む
こ
と

な
ど
か
ら
考
え
て
、
水
面
ま
た
は
潜
水
し
て
採
食
す
る
こ
と
の
多
い
鴨
類
で
あ
ろ
う
。

『
新
撰
字
鏡
』「
鴨
」
項
に
も
「
加
利
」
の
和
訓
が
あ
る
。
な
お
、榊
原
邦
彦
氏
（「「
あ

て
な
る
も
の
」
の
段
の
解
釈
」『
枕
草
子
論
考
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
八
四
年

三
月
）
は
平
安
文
学
作
品
に
現
れ
る
か
り
の
こ
を
全
て
軽
鴨
の
卵
と
す
る
。

⑫　
『
河
海
抄
』
は
「
献
鴨
子
事
多
在
之
」
と
注
す
る
。

⑬　

篠
塚
純
子
氏
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
ノ
ー
ト
⑯
―
あ
て
名
の
な
い
手
紙
―
」（『
形
成
』

二
七
‐
六　

一
九
七
九
年
六
月
）

⑭　

源
氏
の
独
詠
歌
中
に
見
ら
れ
る
井
手
の
山
吹
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
「
山
ぶ

き
」
項
の
他
「
い
ま
は
か
ひ
な
し
」
項
に
二
首
見
え
る
。
ま
た
、藤
田
加
代
氏
（「「
山

吹
」の
物
語
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
玉
鬘
造
型
に
つ
い
て
―
」『
日
本
文
学
研
究
』三
四　

一
九
九
七
年
三
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
か
ら
山
吹
は
実
の
な
い
花
と

し
て
知
ら
れ
て
お
り
、「
実
＝
種
子
＝
卵
が
な
い
」
と
い
う
つ
な
が
り
の
可
能
性
も
見

え
て
く
る
。

⑮　

伊
藤
和
子
氏
（「
源
氏
物
語
に
あ
ら
は
れ
た
「
給
ふ
る
」
と
「
侍
り
」」『
国
語
国
文
』

二
二
‐
一　

一
九
五
三
年
一
月
）
や
杉
崎
一
雄
氏
（「
源
氏
物
語
の
敬
語
法
―
特
に
、

い
わ
ゆ
る
「
謙
譲
語
」「
丁
寧
語
」
の
使
用
と
身
分
―
」『
平
安
時
代
敬
語
法
の
研
究
―

「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
と
そ
の
周
辺
―
』
有
精
堂
出
版　

一
九
八
八
年
一
月
）
は
、

下
二
段
活
用
動
詞
「
給
ふ
」「
侍
り
」
が
「
か
し
こ
ま
り
あ
ら
た
ま
っ
た
、
い
わ
ば
他

人
行
儀
の
物
言
い
に
な
る
場
面
」
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑯　

玉
上
琢
彌
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
六
巻　

角
川
書
店　

一
九
六
六
年
六
月
。『
萬

水
一
露
』
も
「
閑
か
う
し
た
ち
は
な
な
と
や
う
に
鴨
の
こ
を
つ
ゝ
み

0

0

0

た
る
也
（
傍
点
筆

者
）」
と
注
す
る
。

⑰　

中
西
智
子
氏
（「
真
木
柱
巻
の
玉
鬘
と
官
能
性
の
表
現
―
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

風
俗
歌
お
よ
び
古
歌
の
引
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
国
文
学
研
究
』
一
五
二　

二
〇
〇
七

年
六
月
）
は
源
氏
に
「
ま
さ
ぐ
」
ら
れ
て
い
た
橘
の
実
が
真
木
柱
巻
で
「
か
り
の
こ
」

に
姿
を
変
え
た
と
す
る
。

⑱　
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
柑
子
」
の
用
例
は
真
木
柱
巻
を
含
め
四
例
あ
る
。
か
り
の
こ

を
紛
ら
わ
し
た
姿
が
橘
だ
け
で
な
く
柑
子
の
よ
う
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、語
り

手
が
源
氏
を
評
し
た
「
あ
や
し
き
御
心
の
す
さ
び
」
に
通
じ
る
よ
う
な
関
連
性
が
見
え

る
が
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
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