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『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
を
中
心
と
し
て
帚
木
巻
・
夕
顔
巻
・
末
摘
花
巻
の
構
造
的
読
解
を
行
う
。
そ
の
際
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の

構
造
的
読
解
を
先
行
し
、
そ
れ
ら
の
対
応
関
係
か
ら
見
え
る
非
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
等
学
校
・
古
典

教
材
に
お
け
る
先
行
作
品
の
重
要
性
を
論
じ
る
。
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一
　
は
じ
め
に

平
成
二
〇
年
一
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
中
で
、
国

語
科
の
改
善
の
基
本
方
針
と
し
て
、
古
典
教
育
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
提
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
注
目
し
た
い
。

「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受

し
継
承
・
発
展
さ
せ
る
た
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親

し
む
態
度
を
育
成
す
る
指
導
を
重
視
す
る
。」

し
か
し
な
が
ら
古
典
教
育
の
現
状
が
、
必
ず
し
も
「
我
が

国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発
展
さ
せ
る
」
と
い
う
目

的
に
適
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ

ろ
う
。
特
に
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、
大
学
受
験

の
突
破
に
目
標
を
据
え
、
古
語
や
古
典
文
法
の
習
得
に
重
点

を
置
い
た
も
の
と
な
り
が
ち
な
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
古
典
は
受
験
勉
強
の
対
象
で
あ
っ
て
、

読
ん
で
楽
し
む
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
学
の

教
養
教
育
の
講
義
の
折
な
ど
、
受
講
者
の
感
想
な
ど
を
求
め

る
と
、
毎
年
ど
の
学
部
の
学
生
か
ら
も
、「
高
校
の
と
き
に

は
古
典
が
嫌
い
だ
っ
た
」
と
か
、「
古
典
文
学
は
お
も
し
ろ

く
な
い
も
の
と
、
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
」
と
か
い
う
内
容
の

コ
メ
ン
ト
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
で
は
「
生
涯
に
わ

た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
成
す
る
」
ど
こ
ろ
か
、
か

え
っ
て
古
典
嫌
い
を
増
加
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。も

う
一
つ
、
古
典
教
育
に
携
わ
る
者
と
し
て
危
惧
す
べ
き

現
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
古
典
教
材
の
選
定
が
、
文
章
の
難
易

と
い
う
基
準
に
偏
っ
て
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

以
下
の
論
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
と
『
源
氏
物
語
』
若

紫
巻
と
の
関
連
性
を
め
ぐ
っ
て
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」

の
「
継
承
・
発
展
」
と
い
う
こ
と
を
、
高
校
生
対
象
に
ど
う

指
導
し
て
い
く
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試

み
が
契
機
と
な
っ
て
、
真
に
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親

し
む
態
度
」
が
育
っ
て
い
っ
た
ら
と
、
願
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
藤
本
　
宗
利
）

二
　
高
等
学
校
・
古
典
教
科
書
に
お
け
る

扱
い

『
源
氏
物
語
』
は
、
現
在
多
く
の
高
等
学
校
・
古
典
教
科

書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
。『
伊
勢
物
語
』
も
ま
た
、

多
く
の
教
科
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
教
材
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
物
語
が
類
縁
性
を
持
つ
こ
と
は
、
片
桐
洋
一
氏
や

三
谷
邦
明
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

鈴
木
日
出
男
氏
も
「『
伊
勢
物
語
』
は
、
物
語
そ
の
も
の
で

あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
物
語
の
型
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
う
し
た
数
々
の
型
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
物

語
と
し
て
再
生
産
さ
れ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」

と
源
氏
物
語
と
伊
勢
物
語
の
類
縁
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
源
氏
物
語
が
、
物
語
の
構
造
的
に
伊
勢
物
語
に
対
応
す

る
部
分
が
多
数
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
、
伊
勢
物
語

初
段
（
初
冠
）
と
源
氏
物
語
若
紫
巻
と
の
間
に
は
構
造
的
類

縁
性
が
強
く
見
ら
れ
、
こ
れ
を
主
張
し
て
い
る
論
・
注
は
数

多
く
存
在
す
る
。
ま
た
、
初
段
だ
け
で
な
く
、
四
十
一
段
・

四
十
九
段
も
源
氏
物
語
若
紫
巻
と
類
縁
性
が
あ
る
と
解
さ
れ

た
と
え
ば
本
学
部
で
の
講
義
中
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
初

段
を
挙
げ
て
、
高
校
で
教
わ
っ
て
き
た
か
ど
う
か
尋
ね
る
と
、

学
習
し
て
き
た
と
答
え
る
学
生
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の

一
方
で
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
今
ま
で
読
ん
だ
こ
と
の
あ

る
部
分
は
ど
こ
か
と
尋
ね
る
と
、
大
多
数
の
学
生
が
「
雀
の

子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
…
…
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
答
え

る
。後

述
さ
れ
る
よ
う
に
、『
伊
勢
』
の
「
初
冠
」
の
内
容
と

『
源
氏
』
の
若
紫
巻
の
垣
間
見
の
場
面
と
は
、
深
い
関
係
を

有
す
る
も
の
で
、「
初
冠
」
の
知
識
を
欠
落
さ
せ
て
若
紫
巻

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
本
来
の
お
も
し
ろ
さ
の
半
分
も
味
わ

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
高
校
の
授
業
が
、
こ

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
典
教

材
の
選
定
に
あ
た
っ
て
、
各
作
品
間
の
関
連
性
な
ど
が
、
い

か
に
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
か
が
露
呈
さ
れ
よ
う
。
伝
統
的
言

語
文
化
の
「
継
承
・
発
展
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
め
て
古

典
教
材
の
存
在
意
義
が
問
い
返
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

同
様
な
こ
と
は
、『
枕
草
子
』
初
段
の
学
習
に
つ
い
て
も

認
め
ら
れ
、『
古
今
集
』
に
代
表
さ
れ
る
古
典
和
歌
の
習
得

を
な
お
ざ
り
に
し
た
ま
ま
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
み
を
扱

っ
て
能
事
足
れ
り
と
考
え
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
危
険
だ
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
発
言
し
て

き
た
（
東
京
書
籍
「
か
け
は
し
」
二
〇
〇
三
年
一
一
・
一

二
月
号
等
参
照
）。
見
か
け
上
の
「
読
み
易
さ
」
に
欺
か
れ

て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
初
学
者
向
け
教
材
と
扱
う
こ
と

は
、
現
在
の
古
典
教
育
の
抱
え
る
、
大
き
な
問
題
点
の
一
つ

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

三
三
六



て
い
る
。

念
の
た
め
注
記
し
て
お
く
が
、
こ
こ
で
は
、
本
当
に
源
氏

物
語
が
伊
勢
物
語
を
意
識
し
て
綴
ら
れ
た
の
か
、
意
図
さ
れ

て
書
か
れ
た
の
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
物
語
の
構
造
的

な
対
応
は
、
読
者
に
先
行
す
る
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
少
な
か

ら
ず
抱
か
せ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

そ
こ
に
は
、
先
行
す
る
作
品
の
物
語
の
展
開
や
イ
メ
ー
ジ
を

基
盤
と
し
た
、
推
理
的
読
解
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
伊
勢
物
語
の
物
語
構
造
を
捉
え
る
こ
と
で
源
氏

物
語
の
読
解
を
、
よ
り
豊
か
な
も
の
に
で
き
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
高
等
学
校
・
古
典
教
科
書
に
お
け

る
源
氏
物
語
の
巻
々
と
伊
勢
物
語
の
採
用
段
を
照
ら
し
合
わ

せ
た
場
合
、
対
応
構
造
を
持
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
と

は
言
い
が
た
い
。
以
下
に
、
平
成
二
十
三
年
度
版
の
高
等
学

校
・
古
典
教
科
書
に
お
け
る
採
用
の
状
況
を
簡
単
に
記
し
て

お
く
。

現
在
の
高
等
学
校
・
古
典
教
科
書
で
、
源
氏
物
語
若
紫
巻

が
扱
わ
れ
な
い
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
若
紫
巻
の
採
用

頻
度
は
、
桐
壺
巻
と
並
び
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
次
い
で
、
須
磨

巻
・
御
法
巻
・
薄
雲
巻
と
並
ぶ
。

伊
勢
物
語
の
採
用
段
は
、
芥
川
（
六
段
）
・
東
下
り
（
九

段
）
が
最
も
多
く
、
次
い
で
筒
井
筒
（
二
十
三
段
）、
そ
の

次
に
初
冠
（
初
段
）
・
狩
の
使
ひ
（
六
十
九
段
）
・
つ
ひ
に

ゆ
く
道
（
百
二
十
五
段
）
が
並
ぶ
。

こ
の
採
用
状
況
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
若
紫
巻
が
採
用
多

数
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
構
造
的
に
類
縁
性
の
あ
る
伊
勢

物
語
初
段
は
、
あ
ま
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
伊
勢
物
語
初
段
と
、
源
氏
物
語
若
紫
巻
の
構

も
し
く
は
「
ふ
る
里
」
に
て
、
思
い
が
け
ず
「
な
ま
め
い
た

る
女
は
ら
か
ら
」
を
「
か
い
ま
み
」
し
、
物
語
が
展
開
す
る

と
い
う
構
造
を
見
て
と
れ
る
。
近
年
で
は
、
島
貫
明
子
氏
が

こ
の
伊
勢
物
語
初
段
の
構
造
的
分
析
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
段
の
要
素
は
、「
初
冠
」
し
た
「
男
」
が
、「
春

日
の
里
（
ふ
る
里
）」
に
「
狩
」
に
行
き
、「
い
と
な
ま

め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
「
か
い
ま
み
」
し
て
、

「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
中
略
）

第
二
に
、「
春
日
の
里
」、
即
ち
「
ふ
る
里
」
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
旧
都
の
意
で
あ
る
。
都
が
移
っ
た
た
め

に
か
つ
て
に
繁
栄
が
失
わ
れ
、
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
土

地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
寂
し
さ
と
、
懐
か
し
さ
が
立
ち

籠
め
て
い
る
。

第
三
に
、「
な
ま
め
い
た
る
」
は
、
動
詞
で
あ
る
が
、

形
容
詞
的
な
使
い
方
で
、「
完
成
さ
れ
た
美
で
は
な
く
、

懐
か
し
く
心
ひ
か
れ
る
優
し
さ
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
上
品
な
優
し
さ
を
持
っ
た
」
女
性
の
意
と
い
う
解

釈
が
あ
る
。

第
四
に
、「
女
は
ら
か
ら
」
の
問
題
で
あ
る
。「
は
ら

か
ら
」
は
も
と
も
と
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
を
指
す
が
、

異
腹
の
き
ょ
う
だ
い
を
も
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
女
は

ら
か
ら
」
の
解
釈
と
し
て
は
、

（
一
）
男
の
異
性
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
り
、
一
人
で
あ

る
。

（
二
）
姉
妹
で
あ
り
、
二
人
で
あ
る
。

の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
（
二
）
の

造
的
分
析
を
行
い
、
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

非
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
抽
出
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
源

氏
物
語
の
教
材
と
し
て
の
読
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
目
指

す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
伝
統

的
言
語
文
化
の
継
承
と
発
展
に
か
か
わ
る
授
業
実
践
に
つ
い

て
の
考
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
　
伊
勢
物
語
初
段
の
構
造
と
源
氏
物
語
の

対
応

む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
春
日
の
里
に
、

し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と

な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
す
み
け
り
。
こ
の
男
か
い

ま
み
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
い
と
は
し
た
な

く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
、
着

た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
き
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。

そ
の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

春
日
野
の
若
む
ら
さ
き
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱

れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず

と
な
む
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し

ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ
け
む
。

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ

そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や

き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
。

（
伊
勢
物
語
・
初
段
）

伊
勢
物
語
初
段
に
は
、「
男
」
が
、「
奈
良
の
京
春
日
の
里
」

三
三
七

藤
本
宗
利
・
角
田
智
則
・
池
田
豊
教
　
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
お
け
る
構
造
的
読
解
に
つ
い
て



説
に
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
島
貫
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
物
語
初
段
は
、
①

【
初
冠
し
た
の
男
】
が
、
②
【
寂
れ
た
土
地
】
あ
る
い
は

【
現
在
の
生
活
空
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
場
所
】
に
お
い
て
、

③
【
美
し
い
女
性
】
を
④
【
垣
間
見
す
る
】
と
い
う
構
造
を

持
っ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
構
造
は
、
源
氏
物
語
若
紫
巻
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
下
、
若
紫
巻
に
お
け
る
垣
間
見
の
場
面
を
引
用
す

る
。

日
も
い
と
長
き
に
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
夕
暮
れ
の
い

た
う
霞
み
た
る
に
ま
ぎ
れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に

立
ち
出
で
た
ま
ふ
。
人
々
は
帰
し
た
ま
ひ
て
、
惟
光
朝

臣
と
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
西
面
に
し
も
、
持

仏
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
行
ふ
尼
な
り
け
り
。
簾
す
こ
し

上
げ
て
、
花
奉
る
め
り
。
中
の
柱
の
寄
り
ゐ
て
、
脇
息

の
上
に
経
を
置
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
読
み
ゐ
た

る
尼
君
、
た
だ
人
と
見
え
ず
。
四
十
余
ば
か
り
に
て
、

い
と
白
う
あ
て
に
痩
せ
た
れ
ど
、
つ
ら
き
ふ
く
よ
か
に
、

ま
み
の
ほ
ど
、
髪
の
う
つ
く
し
げ
に
そ
が
れ
た
る
末
も
、

な
か
な
か
長
き
よ
り
も
こ
よ
な
う
い
ま
め
か
し
き
も
の

か
な
、
と
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
。
き
よ
げ
な
る
大
人
二

人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入
り
遊
び
。
中
に
、

十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど

の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ

る
子
ど
も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先

見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ

木
巻
や
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
伊
勢
物
語
を
前
提
と
し
て
い

る
と
思
し
き
表
現
が
見
え
る
。
以
下
、
帚
木
巻
お
よ
び
末
摘

花
巻
の
引
用
で
あ
る
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。）

忍
ぶ
の
乱
れ
や
、
と
疑
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
り
し

か
ど
、

（
源
氏
物
語
・
帚
木
）

帚
木
巻
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
忍
ぶ
の
乱

れ
」
が
、
伊
勢
物
語
初
段
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
諸
注

一
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
帚
木
巻
の
一
節
に
つ
い
て
、

伊
藤
博
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

光
青
春
の
物
語
の
始
発
を
な
す
帚
木
巻
で
主
人
公
光

は
「
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
時
」
と
「
中

将
」
な
る
官
職
を
ま
と
っ
て
登
場
し
、
爾
後
第
八
巻
花

宴
ま
で
の
恋
愛
絵
巻
の
展
叙
に
お
い
て
一
貫
し
て
源
氏

の
中
将
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
伊
勢
物
語
が
「
在
中
将
」

（
更
級
日
記
）
と
か
「
在
五
中
将
の
日
記
」（
狭
衣
物
語
）

な
ど
と
呼
ば
れ
、
昔
男
＝
在
五
中
将
と
し
て
受
け
取
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、「
す
き
ご
と
ど
も
」
に
ま

と
わ
れ
た
中
将
光
の
物
語
と
勢
語
と
の
類
縁
性
は
こ
の

呼
称
に
よ
っ
て
も
表
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
帚

木
巻
の
叙
述
は
主
人
公
光
の
対
女
性
に
お
け
る
あ
や
に

く
な
本
性
を
語
り
つ
つ
「
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
や
と
疑
ひ

き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
り
し
か
ど
、
…
…
」
と
前
掲
勢
語

初
段
歌
を
引
用
し
て
昔
男
の
影
を
喚
起
し
、
さ
ら
に
は

続
く
雨
夜
談
義
で
女
性
体
験
の
蘊
蓄
を
語
っ
て
主
人
公

げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す

り
な
し
て
立
て
り
。「
何
ご
と
ぞ
や
。
童
べ
と
腹
立
ち

た
ま
へ
る
か
」
と
て
、
尼
君
の
見
上
げ
た
る
に
、
す
こ

し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
子
な
め
り
と
見
た
ま

ふ
。「
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
、
伏
籠
の
中
に

籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
」
と
て
、
い
と
口
惜
し
と
思
へ

り
。
こ
の
ゐ
た
る
大
人
、「
例
の
、
心
な
し
の
か
か
る

わ
ざ
を
し
て
さ
い
な
ま
る
る
こ
そ
い
と
心
づ
き
な
け

れ
。
い
づ
方
へ
か
ま
か
り
ぬ
る
、
い
と
を
か
し
う
や
う

や
う
な
り
つ
る
も
の
を
。
烏
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」

と
て
立
ち
て
行
く
。
髪
ゆ
る
る
か
に
い
と
長
く
、
め
や

す
き
人
な
め
り
。
小
納
言
の
乳
母
と
ぞ
人
言
ふ
め
る
は
、

こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
。

（
源
氏
物
語
・
若
紫
）

こ
れ
は
、
源
氏
が
北
山
に
お
い
て
、
美
し
い
童
女
（
後
の
紫

上
）
と
尼
君
を
垣
間
見
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、

①
【
源
氏
】
が
②
【
北
山
】
す
な
わ
ち
【
源
氏
の
生
活
空
間

か
ら
隔
絶
さ
れ
た
場
所
】
に
お
い
て
、
③
【「
た
だ
人
と
見

え
」
な
い
尼
君
】
と
【「
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く

し
げ
な
る
容
貌
」
の
女
子
】
を
小
柴
垣
か
ら
④
【
垣
間
見
す

る
】
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
若
紫
巻
と
伊
勢
物
語
初

段
の
①
―
④
の
対
応
関
係
か
ら
、
若
紫
巻
の
構
造
が
、
伊
勢

物
語
初
段
の
構
造
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
初
段
と
源
氏
物
語
若
紫
巻
が
構

造
的
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

源
氏
物
語
が
伊
勢
物
語
を
先
行
作
品
と
し
て
い
る
と
い
う
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
紫
巻
だ
け
で
は
な
く
、
帚

三
三
八



の
指
南
役
と
な
る
「
も
の
よ
く
い
ひ
と
ほ
れ
る
」「
世

の
す
き
者
」
の
官
職
を
「
左
の
馬
頭
」
と
設
定
し
て
、

昔
男
の
も
う
一
つ
の
、
お
そ
ら
く
は
壮
年
以
後
の
官
職

た
る
「
右
の
馬
頭
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
だ
ぶ
ら
せ
る
。

伊
藤
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
源
氏
の
「
す
き
ご
と
ど
も
」
の

出
発
点
と
し
て
の
帚
木
巻
に
は
、
伊
勢
物
語
初
段
と
の
多
く

の
対
応
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
読
者
は
、

帚
木
巻
以
下
に
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」

を
想
起
さ
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
さ
び
し
き
所
に
、
さ
ば

か
り
の
人
の
、
古
め
か
し
う
と
こ
ろ
せ
く
か
し
づ
き
す

ゑ
た
り
け
む
ご
り
な
く
、
い
か
に
思
ほ
し
残
す
こ
と
な

か
ら
む
、
か
や
う
の
所
に
こ
そ
は
、
昔
物
語
に
も
あ
は

れ
な
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
け
れ
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て

も
、
も
の
や
言
ひ
寄
ら
ま
し
と
思
せ
ど
、
う
ち
つ
け
に

や
思
さ
む
と
心
恥
づ
か
し
く
て
、
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
。

（
源
氏
物
語
・
末
摘
花
）

末
摘
花
巻
の
一
節
で
あ
る
。
源
氏
は
、
身
寄
り
も
な
く
寂

し
い
様
子
で
過
ご
し
て
い
る
故
常
陸
宮
の
遺
児
を
不
憫
に
思

う
と
同
時
に
、
興
味
を
持
ち
、
そ
の
屋
敷
に
訪
れ
る
。
そ
の

時
に
ふ
と
、「
昔
物
語
」
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
い

と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
さ
び
し
き
所
」
に
は
、「
あ
は
れ

な
る
こ
と
ど
も
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
源
氏
の
思

い
は
、
末
摘
花
の
容
姿
の
醜
さ
と
い
う
結
び
を
伴
っ
て
烏
滸
を

こ

物
語
的
に
収
束
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、「
昔
物
語
」
の
存

四
　
構
造
的
対
応
関
係
の
分
析

源
氏
物
語
に
は
、
伊
勢
物
語
初
段
の
構
造
に
類
縁
性
を
持

つ
も
の
が
、
多
数
存
在
す
る
。
帚
木
巻
、
夕
顔
巻
、
若
紫
巻
、

末
摘
花
巻
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対

応
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
非
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
。
ま
た
、
分
析
を
行
う
上
で
、
以
下
の
対
応
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
。

①
主
体

②
主
体
の
状
態

③
場
所

④
客
体

⑤
物
語
の
展
開

（
一
）
伊
勢
物
語
初
段

①
昔
男

②
初
冠
・
狩

③
「
奈
良
の
京
春
日
の
里
」
・
「
ふ
る
里
」

④
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」

⑤
贈
歌
。「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
行
う
。

（
二
）
源
氏
物
語
帚
木
巻

①
光
源
氏

②
方
違
え

③
紀
伊
守
邸

④
空
蝉
・
軒
端
荻

⑤
空
蝉
と
一
度
共
寝
す
る
が
空
蝉
へ
の
想
い
は
実
ら
ず

在
が
こ
の
烏
滸
を

こ

的
要
素
の
加
速
装
置
と
し
て
働
き
、
一
層
の

滑
稽
さ
を
演
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、「
あ
は
れ
な

る
こ
と
ど
も
」
が
、【
人
】
で
は
な
く
【
こ
と
】
で
あ
る
の

は
、
や
は
り
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
の
連
想
が
働
く
が
故

の
描
写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
様
の
構
造
も
持
つ
描
写
は
、
帚
木
巻
に
も
見
え
る
。

さ
て
、
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ

ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら

む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
限
り
な
く
め
づ
ら
し
く

は
お
ぼ
え
め
。
い
か
で
、
は
た
か
か
り
け
む
と
、
思
ふ

よ
り
違
へ
る
こ
と
な
む
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
な

る
。

（
源
氏
物
語
・
帚
木
）

こ
の
帚
木
巻
の
描
写
は
、【
さ
び
し
く
荒
れ
果
て
た
場
所
】

で
、
思
い
が
け
ず
【
美
し
い
女
性
】
を
発
見
す
る
と
い
う
典

型
を
語
っ
て
い
る
。
帚
木
巻
や
末
摘
花
巻
に
お
い
て
、
特
筆

す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
「
昔
物
語
」
の
典
型
が
一
般
論
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
昔
物
語
」

が
、「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
の
起
点
と
し
て
働
く
と
い
う
、

人
々
の
認
識
の
前
提
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
引
用
部
か
ら
、
源
氏
物
語
が
伊
勢
物
語
初
段
と
構

造
的
な
対
応
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
源
氏

物
語
が
伊
勢
物
語
を
先
行
作
品
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

三
三
九

藤
本
宗
利
・
角
田
智
則
・
池
田
豊
教
　
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
お
け
る
構
造
的
読
解
に
つ
い
て



（
三
）
源
氏
物
語
夕
顔
巻

①
光
源
氏

②
大
弐
の
乳
母
の
見
舞
い

③
六
条
あ
た
り
の
む
さ
苦
し
い
界
隈

④
夕
顔

⑤
夕
顔
が
物
の
怪
に
と
り
殺
さ
れ
る

（
四
）
源
氏
物
語
若
紫
巻

①
光
源
氏

②
わ
ら
は
や
み(

わ
ら
は
や
み
語)

の
治
療

③
北
山

④
若
紫
・
尼
君

⑤
若
紫
を
引
き
取
り
、
後
に
妻
に
す
る

（
五
）
源
氏
物
語
末
摘
花
巻

①
光
源
氏

②
姫
君
に
対
す
る
同
情
、
興
味

③
「
い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
さ
び
し
き
所
」

④
末
摘
花

⑤
醜
い
容
貌
の
末
摘
花
に
驚
嘆
す
る

こ
の
（
二
）
―
（
五
）
の
構
造
と
（
一
）
の
構
造
を
照
ら

し
合
わ
せ
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
は
、
決
し
て
「
い

ち
は
や
き
み
や
び
」
で
は
な
い
。（
二
）
―
（
五
）
は
、
物

語
構
造
的
に
は
（
一
）
の
型
に
類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
、

源
氏
、
あ
る
い
は
姫
君
の
そ
の
後
の
展
開
が
、（
一
）
と
微

妙
に
ず
れ
て
い
っ
て
い
る
。
特
に
、（
二
）
に
お
い
て
は
、

五
　
構
造
的
読
解
を
扱
う
授
業
実
践
に

つ
い
て

本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
若
紫
巻
を
中
心
に
伊
勢
物
語
初
段
と

源
氏
物
語
と
の
構
造
的
対
応
関
係
を
分
析
し
て
き
た
。
こ
の

よ
う
に
物
語
の
構
造
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
授
業
で

扱
う
こ
と
を
通
し
て
、
伝
統
的
言
語
文
化
の
継
承
と
発
展
を

学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
造
的
読
解
を
す
る
た
め
に
は
、
源

氏
物
語
と
伊
勢
物
語
を
現
代
語
に
置
き
換
え
て
と
ら
え
る
と

い
う
段
階
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
学
習
者

に
古
語
か
ら
現
代
語
へ
と
い
う
言
語
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
か

っ
て
し
ま
い
、
非
常
に
難
解
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
の
導
入
部
分
で
は
、
学
習

者
の
周
辺
に
お
け
る
【
先
行
作
品
を
持
つ
作
品
】
の
例
を
提

示
し
、【
先
行
作
品
を
持
つ
作
品
】
と
い
う
も
の
を
身
近
に
意

識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
【
先
行
作
品
を

持
つ
作
品
】
を
【
継
承
作
品
】
と
呼
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

先
行
作
品
を
持
つ
物
語
は
、
源
氏
物
語
だ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
古
典
の
み
が
先
行
作
品
を
持
ち
得
る
の
で

は
な
い
。
現
代
の
小
説
や
漫
画
な
ど
、
物
語
の
綴
ら
れ
た
時

代
や
形
態
を
問
わ
ず
、
先
行
作
品
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
物
語
創
作
の
方
式
と
し
て
、「
二
次
創
作
」
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
原
典
と
な
る
作
品
の
世
界
観
を
踏

襲
し
つ
つ
、
原
作
と
は
違
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
創
作
方

式
で
あ
る
。
こ
の
「
二
次
創
作
物
」
の
中
で
、
登
場
人
物
達

は
、
原
典
で
あ
る
作
品
中
の
セ
リ
フ
や
言
い
回
し
を
巧
み
に

利
用
し
、
原
典
を
読
者
に
意
識
さ
せ
な
が
ら
物
語
を
展
開
し

対
応
し
て
い
る
一
つ
一
つ
の
事
柄
に
微
妙
な
ず
れ
が
生
じ
て

い
る
。
三
谷
邦
明
氏
に
よ
れ
ば
、（
二
）
に
（
一
）
と
対
照

的
な
構
造
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
滑
稽
さ
が

演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
読
者
が
、（
二
）
―
（
五
）
に
（
一
）
の
構

造
を
読
み
取
っ
た
と
き
、
そ
の
後
の
展
開
に
伊
勢
物
語
初
段

の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
物
語
の
筆
は
、
そ
れ
と
は
別
の
方
向
に
舵
を
取

る
。
期
待
を
持
ち
な
が
ら
、
あ
る
い
は
あ
る
程
度
の
予
想
を

た
て
な
が
ら
物
語
を
追
っ
て
い
た
読
者
を
見
事
に
裏
切
る
構

造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、（
二
）
の
よ
う
に
対

照
的
な
事
柄
を
あ
え
て
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し

ろ
滑
稽
さ
が
演
出
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
構
造
的
読
解
は
、（
一
）
―
（
五
）
を
系
統
的
に
読

解
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
源
氏
物
語
の
巻
々
を
単
一
に
扱
う
こ
と
で
は

見
え
に
く
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
伊
勢
物
語
初
段
の
構
造

理
解
無
し
に
は
た
ど
り
着
く
こ
と
さ
え
難
し
い
読
み
で
あ
ろ

う
。こ

の
微
妙
な
ず
れ
や
対
照
関
係
を
学
習
者
は
ど
の
よ
う
に

感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
源
氏
の
失
敗
談
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
は
、
源
氏
の
若
か
り
し
頃
の
儚
い
恋
物
語
と
捉
え

る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
恋
多
き
源
氏
の
自
尊
談
と
捉

え
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
構
造
的
読
解
は
学

習
者
の
読
解
を
揺
さ
ぶ
り
、
豊
か
な
発
想
を
生
む
き
っ
か
け

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
四
〇



て
い
る
。
つ
ま
り
、「
二
次
創
作
物
」
は
、
原
典
を
先
行
作

品
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
や
漫
画
、
現
代

の
歌
の
歌
詞
に
も
先
行
作
品
を
持
つ
も
の
が
多
数
存
在
す

る
。こ

の
よ
う
に
、
学
習
者
の
周
辺
に
は
、【
継
承
作
品
】
が

存
在
し
て
い
る
。
古
典
の
授
業
を
行
う
際
、
ま
ず
は
身
の
回

り
の
【
継
承
作
品
】
の
存
在
に
気
づ
か
せ
、
意
識
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
源
氏
物
語
と
伊
勢
物
語
の

対
応
性
を
見
出
す
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

六
　
記
号
的
読
解
を
扱
う
授
業
実
践
に

つ
い
て

構
造
的
読
解
は
、
語
句
の
対
応
と
い
っ
た
記
号
的
読
解
を

そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
対
応
す
る
記
号
の
集

合
が
、
構
造
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、

記
号
的
読
解
に
関
す
る
授
業
導
入
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お

く
。【

歌
枕
】
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
語
句
は
た
だ

一
つ
の
意
味
を
提
示
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
無
い
。
語
句
は
、

そ
れ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
風
景
を
読
者
に
暗
示
す
る
効
果

を
持
つ
。
こ
の
観
点
か
ら
伝
統
的
言
語
文
化
の
継
承
の
可
能

性
を
模
索
し
た
と
き
、
童
謡
や
民
謡
、
唱
歌
の
中
に
多
く
の

記
号
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、「
も
み
じ
」
と
い
う
唱
歌
の
歌
詞
に
は
、【
も
み

じ
】、【
川
の
流
れ
】、【
錦
】
な
ど
の
語
句
が
見
え
る
。
こ
れ

ら
の
語
句
は
、「
古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
」
に
お
け
る
記
述

が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

に
よ
り
、
桐
壺
・
藤
壺
・
紫
上
を
つ
な
ぐ
【
紫
の
ゆ
か
り
】

の
ラ
イ
ン
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
、

源
氏
の
心
情
を
よ
り
深
く
考
察
す
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
夕
顔
巻
を
経
由
し
て
末
摘
花
巻
を
扱

う
こ
と
に
よ
り
、
な
ぜ
源
氏
が
末
摘
花
に
強
く
固
執
し
た
の

か
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

源
氏
物
語
の
巻
を
単
一
で
読
解
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん

可
能
で
あ
る
。
文
法
的
解
釈
を
温
床
と
し
、
古
語
解
釈
を
連

ね
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
古
語
を
現
代
語
の
よ

う
に
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
物
語
は

【
物
語
】
で
あ
る
。
物
語
に
は
流
れ
が
存
在
し
、
布
石
が
存

在
す
る
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
や
布
石
は
、
し
ば
し
ば
、
過
去

に
描
か
れ
た
物
語
を
温
床
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
過
去
に
描

か
れ
た
物
語
が
有
名
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
描
写
は
一

般
化
し
、
定
型
化
す
る
。
こ
の
定
型
を
知
っ
て
読
む
の
と
知

ら
ず
に
読
む
の
と
で
は
、
必
然
的
に
物
語
の
理
解
の
質
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
と
伊
勢
物
語
は
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
高
等
学
校
で
の
古
典
の
授
業
に
お
い
て
、

先
行
作
品
を
読
ん
だ
上
で
継
承
作
品
の
読
解
を
し
て
い
く
こ

と
は
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
が
引
い
て
は
伝
統
的
言

語
文
化
の
継
承
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
角
田
　
智
則
）

引
用
・
参
考
文
献

片
桐
　
洋
一
　
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
伊
勢
物
語
―
そ
の
影
響
と
方
法

に
つ
い
て
の
覚
え
書
（『
国
文
学
』
１
９
６
８
・
５
）

秋
の
夕
べ
、
龍
田
河
に
流
る
る
紅
葉
を
ば
帝
の
御
目
に

錦
と
見
た
ま
ひ
、
春
の
朝
、
吉
野
の
山
の
桜
は
人
麿
が

心
に
は
雲
か
と
の
み
な
む
覚
え
け
る
。

（
古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
）

「
も
み
じ
」
の
作
詞
者
が
古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
を
参
考
に

作
詞
を
し
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
秋
の
構

造
を
形
成
す
る
記
号
を
古
今
和
歌
集
が
編
ま
れ
た
時
代
か

ら
、
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古

今
集
に
限
ら
ず
、
現
代
の
歌
謡
曲
の
歌
詞
に
も
和
歌
な
ど
か

ら
継
承
さ
れ
て
い
る
記
号
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
学
習

者
の
身
近
な
歌
謡
曲
を
授
業
の
導
入
に
取
り
入
れ
、
意
識
付

け
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
記
号
的
読
解
を
学

習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
構
造
的
読
解
へ
と
発
展
さ
せ

る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七
　
結
び

源
氏
物
語
の
主
人
公
は
、
決
し
て
思
い
通
り
の
展
開
を
得

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
三
谷
邦
明
氏
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
源
氏
物
語
若
紫
巻
と
伊
勢
物
語
初
段
の
対
応
関

係
に
よ
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
は
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ
滑
稽
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
読
み
は
、
源

氏
物
語
若
紫
巻
単
独
の
読
み
で
は
な
し
え
な
い
。
伊
勢
物
語

初
段
を
経
由
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
読
解
で
あ

る
。本

稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
触
れ
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ

た
が
、
伊
勢
物
語
四
十
一
段
・
四
十
九
段
を
経
由
す
る
こ
と

三
四
一

藤
本
宗
利
・
角
田
智
則
・
池
田
豊
教
　
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
お
け
る
構
造
的
読
解
に
つ
い
て



三
四
二

三
谷
　
邦
明
　
「
藤
壺
事
件
の
表
現
構
造
―
若
紫
巻
の
方
法
あ
る
い
は

〈
前
本
文
〉
と
し
て
の
伊
勢
物
語
」（『
物
語
・
日
記
文
学

と
そ
の
周
辺
』
１
９
８
０
・
９
）

大
朝
　
雄
二
　
「
伊
勢
物
語
初
段
の
「
か
い
ま
見
」
と
源
氏
物
語
」

（『
中
古
文
学
』
１
９
８
５
・
５
）

鈴
木
日
出
男
　
「
作
品
の
表
層
と
深
層
―
伊
勢
物
語
の
表
現
」（『
国
文

学
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
１
９
８
５
・
７1

）

増
田
　
繁
夫
　
「
昔
男
―
伊
勢
物
語
主
人
公
の
誕
生
」（『
国
文
学
・
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
１
９
８
５
・
７
）

伊
藤
　
　
博
　
「
源
氏
物
語
か
ら
見
た
伊
勢
物
語
」（『
国
文
学
・
解
釈

今
西
祐
一
郎

「
中
世
伊
勢
物
語
と
『
源
氏
物
語
』」（『
説
話
文
学
研
究
』

２
０
０
９
・
７
）

源
氏
物
語
　
『
新
編
　
日
本
古
典
文
学
全
集
』

阿
部
秋
生
・
秋
山

虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
　
小
学
館
（
１
９
９

４
・
３
）

伊
勢
物
語

新
編
　
日
本
古
典
文
学
全
集
』

片
桐
洋
一
・
福
井
貞

助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
　
小
学
館
（
１
９
９
４
・

12
）

三
谷
　
邦
明
　
『
源
氏
物
語
躾
糸
』

有
精
堂
（
１
９
９
１
・
10
）

と
教
材
の
研
究
』
１
９
８
５
・
７
）

島
貫
　
明
子
　
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
伊
勢
物
語
の
影
響
―
「
女
は
ら

か
ら
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」（『
緑
岡
詞
林
』
１
９
９

３
・
３
）

佐
藤
　
敬
子
　
「
若
紫
の
巻
の
か
い
ま
み
―
仙
窟
・
伊
勢
物
語
初
段
と

の
引
用
関
係
を
中
心
と
し
て
」（『
論
究
』
１
９
９
３
・

４
）

佐
竹
　
純
一

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
伊
勢
物
語
引
用-

「
若
紫
」
の
巻

と
伊
勢
・
二
・
四
段
」（『
中
央
大
学
国
文
』
２
０
０

２
・
３
）

（
ふ
じ
も
と
　
む
ね
と
し
・
つ
の
だ
　
と
も
の
り
・
い
け
だ
　
と
よ
の
り
）




