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一

『源
氏
物
語
﹄
の
冒
頭
は
︑

い
づ
れ
の
御
時
に
か
︑
女
御
︑
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る

中
に
︑
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
︑
す
ぐ
れ
て
時
め
き

た
ま
ふ
あ
り
け
り
︒

(新
編
全
集
17
頁
)

と
始
ま
っ
て
い
る
︒
今
回
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑﹁
時
め
く
﹂
と
い

う
語
で
あ
る
︒﹁
時
め
く
﹂
の
意
味
と
し
て
は
︑
新
編
全
集
の
頭
注
五
に

﹁
こ
の
時
め
く
は
︑
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
あ
つ
め
て
栄
え
る
意
﹂
と
コ
メ

ン
ト
さ
れ
て
い
る
︒
参
考
ま
で
に
小
学
館
の
﹃
古
語
大
辞
典
﹄
で
﹁
時
め

く
﹂
を
調
べ
て
み
る
と
︑

①
時
勢
に
合
っ
て
栄
え
る
︒
今
を
全
盛
と
し
て
は
ぶ
り
が
よ
い
︒

②
寵
愛
さ
れ
て
は
ぶ
り
が
よ
い
︒

と
記
さ
れ
て
い
た
︒
意
味
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
︑
①
が
本
人
自

身
が
権
力
・
勢
力
を
有
し
て
い
る

(
能
動
態
)
の
に
対
し
て
︑
②
は
帝
な

ど
か
ら
の
寵
愛
を
受
け
て
後
宮
の
女
性
な
ど
が
栄
え
る
例

(受
動
態
)
だ

か
ら
で
あ
ろ
う
︒
桐
壺
更
衣
の
場
合
は
︑
当
然
②
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
こ
で
私
が
拘
っ
て
い
る
の
は
︑
原
義
的
に
権
勢
を
得
る
と
か
時
流
に

乗
っ
て
栄
え
る
意
味
の
﹁
時
め
く
﹂
が
︑
弘
徽
殿
女
御
で
は
な
く
桐
壺
更

衣
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

(
そ
の
後
入
内
し
た
藤
壺
に
も
用
い
ら

れ
て
い
な
い
)
︒
か
弱
い
女
性
と
さ
れ
て
い
る
桐
壺
更
衣
に
冠
さ
れ
た

﹁
時
め
く
﹂
を
︑
読
者
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
︒

三
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そ
こ
で
従
来
の
見
解
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
桐
壺
更
衣
の
悲
劇
性
と

権
力
が
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
︑
精
神
面
・
愛
情
面
の
み
の
﹁
時
め
く
﹂
が

強
調
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
代
表
例
と
し
て
北
山
谿
太
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

北
山
氏
は
︑

時
を
得
・
時
を
得
て
用
ひ
ら
る
・
寵
愛
せ
ら
る
な
ど
の
意
︒
羽
振
が

よ
い
と
か
︑
勢
力
が
あ
る
と
か
訳
す
る
の
は
不
可
︒
事
実
か
ら
い
っ

て
も
︑
桐
壺
の
更
衣
は
︑
勢
力
を
ふ
る
ふ
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
寵
愛
す
る
こ
と
は
︑
時
め
か
す
と
い
ふ
︒

(﹃
源
氏
物
語
の
新
研
究
桐
壺
編
﹄
武
蔵
野
書
院
・
昭
和
31
年
5
月
)

と
︑
わ
ざ
わ
ざ
﹁
羽
振
が
よ
い
と
か
︑
勢
力
が
あ
る
と
か
訳
す
る
の
は
不

可
﹂
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
︒
こ
れ
が
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
︒
最
新
の
三
省
堂
全
訳
読
解
古
語
辞
典
で
も
︑﹁﹁
時
め
く
﹂
も
の
の

栄
え
な
か
っ
た
桐
壺
更
衣
﹂
と
い
う
見
出
し
を
あ
げ
て
︑

寵
愛
を
受
け
る
こ
と
で
︑
は
ぶ
り
よ
く
栄
え
る
場
合
が
多
い
が
︑
常

に
そ
う
と
は
限
ら
な
い
︒
②
の
用
例
は
桐
壺
更
衣
の
場
合
で
︑
桐
壺

帝
の
愛
情
を
一
身
に
集
め
て
い
る
意
だ
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
桐
壺
更

衣
が
大
き
な
勢
力
を
誇
っ
て
栄
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

と
︑
桐
壺
更
衣
の
用
例
が
例
外
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒
普
通
︑

辞
書
の
説
明
で
は
例
外
ま
で
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
︑
あ
え

て
桐
壺
更
衣
の
例
を
あ
げ
て
い
る
の
は
︑
そ
れ
だ
け
桐
壺
更
衣
の
存
在
が

大
き
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
く
る
と
︑
二
つ
の
道
が
見
え
て
く
る
︒
一
つ
は
従
来
の
説
を

踏
ま
え
て
︑
桐
壺
更
衣
の
﹁
時
め
く
﹂
が
特
殊
用
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
従
来
の
説
に
疑
義
を
唱
え
て
︑
桐
壺

更
衣
の
﹁
時
め
く
﹂
を
あ
え
て
原
義
的
な
意
味
で
読
み
直
し
て
み
る
こ
と

で
あ
る
︒
は
た
し
て
桐
壺
更
衣
の
﹁
時
め
く
﹂
は
︑
本
当
に
精
神
面
の
み

の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
考
え
た
時
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
読
者
は
︑
先
入
観

(幻
想
)
で
誤
読
し
て
い
る

(
さ
せ
ら
れ
て
い
る
)

の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
よ
ぎ
る
︒
む
し
ろ
素
直
に
桐
壺
更
衣
は
時

め
い
て
い
て
︑
後
宮
で
そ
れ
な
り
の
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
と
読
む
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か

(
新
編
全
集
の
頭
注
は
そ
う
解
釈
し
て
い
る
？
)︒

か
つ
て
私
は
そ
う
い
っ
た
桐
壺
更
衣
へ
の
先
入
観

(誤
謬
)
を
暴
く
べ

く
︑
政
治
的
で
﹁
し
た
た
か
﹂
な
側
面
を
有
す
る
人
物
と
し
て
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑

更
衣
は
自
ら
の
最
大
の
欠
点
で
あ
る
か
よ
わ
さ
を
︑
む
し
ろ
女
の
最

大
の
武
器
と
し
て
︑
帝
の
寵
愛
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
決
し

て
他
律
的
に
自
然
に
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
更

衣
自
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
通
し
て
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
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た
︒
は
か
な
さ
・
か
よ
わ
さ
は
男
の
同
情

(救
助
願
望
)
を
買
う
魅

力
た
り
う
る
の
だ
︒
そ
の
た
め
︑
た
だ
た
だ
帝
の
愛
に
す
が
る
女
性

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
桐
壺
更
衣
の
後
宮
に
お
け
る
生

は
︑
案
外
た
く
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も

ど
ん
な
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
も
︑
決
し
て
宮
仕
え
を
放
棄
し
て
は
お

ら
ず
︑
む
し
ろ
堂
々
と
誇
り
を
も
っ
て
︑﹁
ま
じ
ら
ひ
﹂
続
け
て
い

る
で
は
な
い
か(1

)
︒

云
々
と
論
じ
た
︒
そ
の
際
︑
迂
闊
に
も
﹁
時
め
く
﹂
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
い
な
か
っ
た
︑
と
い
う
よ
り
も
思
い
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ

で
反
省
の
意
味
も
含
め
て
改
め
て
﹁
時
め
く
﹂
に
注
目
し
て
み
た
次
第
で

あ
る
︒

確
か
に
桐
壺
更
衣
の
場
合
︑﹁
時
め
く
﹂
は
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
に
働
い

て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
分
不
相
応
に
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
が
︑
そ
の
後
の
物

語
展
開

(秩
序
の
回
復
へ
向
け
て
)
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
︒
今
ま
で
看
過
さ
れ
て
い
た
冒
頭
の
﹁
時
め
く
﹂
は
︑
案
外
重
要
な

言
葉

(複
線
)
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二

｢時
め
く
﹂
に
関
連
し
て
︑
北
山
氏
は
﹁
寵
愛
す
る
こ
と
は
︑
時
め
か

す
と
い
ふ
﹂
と
︑
﹁
時
め
か
す
﹂
と
い
う
語
に
言
及
さ
れ
て
い
た
︒
要
す

る
に
他
動
詞
の
﹁
時
め
か
す
﹂
と
自
動
詞
の
﹁
時
め
く
﹂
が
あ
り
︑
そ
れ

が
相
互
に
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
実
は
桐
壺
更
衣
に
は
そ
の
﹁
時

め
か
す
﹂
も
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
ず
っ
と
後
に
な
る
が
︑
明
石
入
道
が
桐

壺
更
衣
の
こ
と
を
︑

故
母
御
息
所
は
︑
お
の
が
を
ぢ
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
按
察
大
納
言
の

御
む
す
め
な
り
︒
い
と
警か

う

策ざ
く

な
る
名
を
と
り
て
︑
宮
仕
え
に
出
だ
し

た
ま
へ
り
し
に
︑
国
王
す
ぐ
れ
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
と
並
び
な
か

り
け
る
ほ
ど
に
︑
人
の
そ
ね
み
重
く
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ど
︑
こ

の
君
と
ま
り
た
ま
へ
る
い
と
め
で
た
し
か
し
︒

(
須
磨
巻
211
頁
)

と
回
想
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
国
王

(桐
壺
帝
)
が
更
衣
を
﹁
時
め
か

す
﹂
こ
と
で
︑
更
衣
は
﹁
時
め
く
﹂
こ
と
に
な
る
︒
た
と
え
そ
れ
に
よ
っ

て
﹁
人
の
そ
ね
み
﹂
を
買
お
う
と
も
︒

そ
こ
で
﹁
時
め
か
す
﹂
を
含
め
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
時
め

く
﹂
関
係
の
用
例
を
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
︑
全
用
例
は
二
十
六
例
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
を
用
語
・
巻
毎
に
分
類
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

｢時
め
く
﹂
七
例

︱
桐
壺
・
賢
木
・
澪
標
・
若
菜
上
・
若
菜

下
・
紅
梅
・
竹
河

｢時
め
か
す
﹂
四
例

︱
夕
顔
・
葵
・
須
磨
・
蜻
蛉
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｢時
め
き
﹂

︱
ナ
シ

｢心
時
め
き
﹂
五
例

︱
朝
顔
・
藤
裏
葉
・
匂
宮
・
椎
本
・
宿
木

｢御
心
時
め
き
﹂
二
例
︱
螢
・
紅
梅

｢心
時
め
き
す
﹂
八
例
︱
賢
木
・
真
木
柱
・
藤
裏
葉
・
若
菜
上
・
総

角
・
宿
木
・
東
屋
・
手
習

こ
れ
を
大
き
く
分
け
る
と
︑﹁
時
め
く
﹂
系
が
十
一
例
で
︑﹁
心
時
め

き
﹂
系
が
十
五
例
と
な
る
︒
ま
た
﹁
時
め
く
﹂
系
は
北
山
氏
が
触
れ
て
お

ら
れ
た
よ
う
に
︑
寵
愛
す
る
側
の
﹁
時
め
か
す
﹂
と
寵
愛
さ
れ
る
側
の

﹁
時
め
く
﹂
に
二
分
さ
れ
る
︒
用
例
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
︑
特
に
目
立
っ

た
偏
り
は
認
め
ら
れ
な
い
︒

こ
の
う
ち
用
例
数
の
多
い
﹁
心
時
め
き
﹂
に
つ
い
て
は
︑
小
学
館
古
語

大
辞
典
に
︑

何
か
を
期
待
し
た
り
︑
予
想
し
た
り
す
る
と
き
に
︑
胸
の
鼓
動
が
早

く
な
る
よ
う
な
状
態
を
い
う
︒
し
か
し
類
似
語
の
﹁
胸
つ
ぶ
る
﹂
と

異
な
り
︑
こ
の
語
の
方
は
悪
い
事
態
の
予
想
に
は
用
い
ら
れ
な
い
よ

う
で
あ
る
︒

と
あ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
に
﹁
心
と
き
め
き
す
る
も
の
﹂
と
い
う
章
段
が
あ

る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
使
い
勝
手
の
よ
い
言
葉
で
あ
り
︑
し
か
も

﹁
胸
つ
ぶ
る
﹂
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
︑
そ
れ
な
り
の
重

要
性
も
認
め
ら
れ
る(2

)
︒
た
だ
し
本
論
の
考
察
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
に
し

た
︒対

象
と
な
る
桐
壺
更
衣
以
外
の
﹁
時
め
く
﹂
は
︑
以
下
の
九
例
で
あ
る
︒

1
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ

そ
︑
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
︒

(夕
顔
巻
164
頁
)

2
故
宮
の
い
と
や
む
ご
と
な
く
思
し
時
め
か
し
た
ま
ひ
し
も
の
を
︑

軽
々
し
う
お
し
な
べ
た
る
さ
ま
に
も
て
な
す
な
る
が
い
と
ほ
し
き

こ
と
︒

(葵
巻
18
頁
)

3
や
む
ご
と
な
く
も
て
な
し
て
︑
人
柄
も
い
と
よ
く
お
は
す
れ
ば
︑
あ

ま
た
参
り
集
ま
り
た
ま
ふ
中
に
も
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
︒

(賢
木
巻
101
頁
)

4
春
宮
の
御
母
女
御
の
み
ぞ
︑
と
り
た
て
て
時
め
き
た
ま
ふ
こ
と
も
な

く
︑
尚
侍
の
君
の
御
お
ぼ
え
に
お
し
消
た
れ
た
ま
へ
り
し
を
︑

(澪
標
巻
300
頁
)

5
さ
れ
ど
︑
人
よ
り
は
ま
さ
り
て
時
め
き
た
ま
ひ
し
に
︑
み
な
い
ど
み

か
は
し
た
ま
ひ
し
ほ
ど
︑
御
仲
ら
ひ
ど
も
え
う
る
は
し
か
ら
ざ
り
し

か
ば
︑

(若
菜
上
巻
20
頁
)

6
あ
や
し
く
に
は
か
な
る
猫
の
と
き
め
く
か
な
︒
か
や
う
な
る
も
の
見

入
れ
た
ま
は
ぬ
御
心
に
︒

(若
菜
下
巻
158
頁
)
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7
い
と
時
め
き
た
ま
ふ
よ
し
人
々
聞
こ
ゆ
︒
か
か
る
御
ま
じ
ら
ひ
の
馴

れ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
︑
は
か
ば
か
し
き
御
後
見
な
く
て
は
い
か
が
と

て
︑
北
の
方
そ
ひ
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
︒

(紅
梅
巻
42
頁
)

8
は
な
や
か
に
時
め
き
た
ま
ふ
︒
た
だ
人
だ
ち
て
心
安
く
も
て
な
し
た

ま
へ
る
さ
ま
し
も
ぞ
︑
げ
に
あ
ら
ま
ほ
し
う
め
で
た
か
り
け
る
︒

(竹
河
巻
91
頁
)

9
そ
れ
に
︑
さ
る
べ
き
に
て
︑
時
め
か
し
思
さ
ん
を
ば
︑
人
の
譏
る
べ

き
こ
と
か
は
︑
た
だ
人
は
︑
は
た
︑
あ
や
し
き
女
︑
世
に
古
り
に
た

る
な
ど
︑

(蜻
蛉
巻
241
頁
)

こ
れ
ら
の
用
例
つ
い
て
︑
話
者
で
は
な
く
誰
が
誰
に
対
し
て
﹁
時
め

く
﹂﹁
時
め
か
す
﹂
を
用
い
て
い
る
か
を
示
し
て
み
る
と
︑
次
の
よ
う
に

な
っ
た
︒

1

源
氏

↓
夕
顔

2

故
前
坊
↓
六
条
御
息
所

3

朱
雀
院
↓
朧
月
夜

4

朱
雀
院
↓
東
宮
女
御

5

朱
雀
院
↓
藤
壺
女
御

6

柏
木

↓
唐
猫

7

東
宮

↓
大
納
言
大
君

8

冷
泉
院
↓
玉
鬘
大
君

9

帝

↓
受
領
の
女

桐
壺
巻

(桐
壺
帝
↓
桐
壺
更
衣
)
を
含
め
て
︑
対
象

(主
語
)
に
な
っ

て
い
る
の
は
ほ
ぼ
天
皇
・
東
宮
・
上
皇
で
あ
り
︑﹁
時
め
か
さ
れ
る
﹂
の

は
後
宮
の
女
性
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
敬
語
の
﹁
給
ふ
﹂
が
付
い
て
い
る
︒

﹁
時
め
か
す
﹂
主
体
と
し
て
は
朱
雀
院
の
三
例

(
3
・
4
・
5
)
が
一
番

多
い
︒
例
外
は
1
の
源
氏
と
6
の
柏
木
で
あ
る
︒
特
に
柏
木
の
例
は
女
三

の
宮
の
唐
猫
を
寵
愛
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
︑
猫
が
擬
人
化
さ
れ

る
こ
と
で
大
げ
さ
な
比
喩
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
も
例
外
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
︒
な
お
﹃
枕
草
子
﹄
に
も
﹁
譲
り
葉
﹂
を
擬
人
化
し
て
︑

な
べ
て
の
月
に
は
︑
見
え
ぬ
も
の
の
︑
師
走
の
つ
ご
も
り
の
み
︑
時

め
き
て
︑

(94
頁
)

と
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
例
は
寵
愛
や
権
勢
と
は
無
縁
の
比
喩
的
用
法
で
あ

ろ
う
︒

以
上
の
用
例
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
︑
6
の
猫
以
外
す
べ
て
対
象

が
女
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る

(猫
も
女
三
宮
の
分
身
と
す
れ
ば

め
す
猫
？
)︒
ど
う
や
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑﹁
時
め
く
﹂
を
後
宮
の
女
性

に
限
定
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
朱
雀
院
の
例
が
顕
著
な
よ

う
に
︑
一
人
だ
け
が
﹁
時
め
く
﹂
わ
け
で
は
な
く
︑
複
数
の
女
性
に
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い(
3
)
︒

た
だ
し
そ
の
度
合
い
は
違
っ
て
お
り
︑
朧
月
夜
は
﹁
す
ぐ
れ
て
時
め
き

た
ま
ふ
﹂
︑
東
宮
女
御
は
﹁
時
め
き
た
ま
ふ
こ
と
も
な
く
﹂
(打
消
し
)︑

藤
壺
女
御
は
﹁
人
よ
り
は
ま
さ
り
て
時
め
き
た
ま
ひ
し
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考
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そ
う
い
え
ば
桐
壺
更
衣
の
例
は
二
例
と
も
﹁
す
ぐ
れ
て
﹂
と
あ
っ
た
︒
こ

う
な
る
と
た
だ
﹁
時
め
く
﹂
だ
け
で
は
寵
愛
の
度
合
い
は
低
い
こ
と
に
な

る
︒で

は
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
外
の
用
法
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

三

参
考
ま
で
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
外
の
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
ま

ず
﹃
古
典
対
照
語
い
表
﹄
(笠
間
書
院
)
を
見
る
と
︑

｢時
め
か
す
﹂
四
例

大
鏡
4 (4

)

｢時
め
く
﹂
八
例

蜻
蛉
1

枕
草
子
3

大
鏡
4

｢時
め
か
し
お
ぼ
す
﹂
一
例

大
鏡
1

｢心
時
め
き
﹂
九
例

枕
草
子
8

徒
然
草
1

と
あ
っ
た
︒
前
述
の
よ
う
に
﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
心
と
き
め
き
﹂
の
用
例
が

突
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
﹃
大
鏡
﹄
の
用
例
数
も
全
体
的
に

多
い
と
い
え
そ
う
だ
︒

こ
れ
だ
け
で
は
材
料
が
不
足
し
て
い
る
の
で
︑
こ
こ
に
漏
れ
て
い
る
作

品
の
用
例
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
次
の
よ
う
に
な
っ
た
︒

う
つ
ほ
物
語

時
め
か
す
4

時
め
く
8

心
時
め
き
4

落
窪
物
語

時
め
か
す
1

時
め
く
1 (5

)

住
吉
物
語

時
め
く
2

栄
花
物
語

時
め
か
す
6

時
め
く
2

夜
の
寝
覚

時
め
か
す
1

心
時
め
き
6

浜
松
中
納
言
物
語

時
め
か
す
1

時
め
く
4

心
時
め
き
3

狭
衣
物
語

時
め
く
3

心
時
め
き
5

と
り
か
へ
ば
や
物
語

時
め
く
1

心
時
め
き
3

松
浦
宮
物
語

時
め
か
す
1

時
め
く
1

無
名
草
子

時
め
か
す
2

こ
れ
を
見
る
と
︑
﹁
時
め
く
﹂
は
上
代
の
文
献
に
用
例
が
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
︒
﹃
竹
取
物
語
﹄
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
も
な
い
が
︑
取
り
あ
え
ず

は
中
古
語
と
し
て
お
き
た
い
︒
初
出
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
し
か
も
最
初
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
上
回
る
用
例
が
用
い
ら
れ
て

い
る
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
比
較
的
多
く
の
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言

葉
で
あ
る
こ
と
に
な
る

(
用
例
数
も
必
ず
し
も
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
)︒

早
速
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
十
二
例

(﹁
心
時
め
き
﹂
を
除
く
)
を
調
べ

て
み
た
と
こ
ろ
︑
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
︒

1
帝
は
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
︒

(
忠
こ
そ
巻
209
頁
)

2
女
御
た
ち
を
も
見
な
ら
し
て
︑
帝
限
り
な
く
と
き
め
か
し
た
ま
給
ふ
︒

(忠
こ
そ
巻
218
頁
)

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
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く
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3
か
く
あ
や
し
き
人
の
︑
い
か
で
時
め
き
給
ふ
ら
む
︒(忠

こ
そ
巻
230
頁
)

4
い
と
か
し
こ
く
時
め
き
て
︑
た
だ
今
の
殿
上
人
の
中
に
︑
仲
頼
︑
行

政
︑
仲
澄
に
ま
さ
る
人
は
な
し
︒

(嵯
峨
の
院
355
頁
)

5
仲
頼
ら
が
け
し
か
ら
ぬ
者
に
︑
よ
き
女
い
と
多
く
つ
き
て
な
む
時
め

か
す
め
る
︒

(吹
上
上
巻
395
頁
)

6

時
め
く
こ
と
は
藤
中
将
と
等
し
︒

(吹
上
下
巻
538
頁
)

7
東
宮
の
学
士
に
な
さ
れ
な
ど
し
て
︑
時
め
く
こ
と
二
つ
な
し
︒

(菊
の
宴
巻
43
頁
)

8
か
く
て
時
め
き
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
︒

(あ
て
宮
巻
154
頁
)

9
帝
の
い
み
じ
く
時
め
か
し
た
ま
ひ
て
︑
こ
の
頃
も
︑
と
く
参
り
た
ま

ひ
ね
と
の
み
こ
そ
は
︑
度
々
あ
る
御
文
を
見
れ
ば
あ
め
れ
︒

(蔵
開
上
巻
374
頁
)

10
上
に
限
り
な
く
時
め
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
た
り
︒
(蔵
開
上
巻
434
頁
)

11
あ
ぢ
き
な
の
歎
き
や
︒
時
め
く
人
は
さ
こ
そ
は
︒
(蔵
開
下
巻
580
頁
)

12
二
つ
な
く
時
め
き
て
︑
子
を
た
だ
生
み
に
生
め
ば
︑(国

譲
下
巻
252
頁
)

こ
れ
を
誰
が
誰
に
対
し
て
用
い
て
い
る
か
で
示
す
と
︑
以
下
の
よ
う
に

な
る
︒

1

帝

↓

橘
千
蔭

2

帝

↓

忠
こ
そ

3

帝

↓

忠
こ
そ

4

帝

↓

仲
頼

5

妻
達

↓

仲
頼

6

帝

↓

源
涼

(藤
原
仲
忠
)

7

帝

↓

藤
英

8

東
宮

↓

あ
て
宮

9

帝

↓

御
息
所

10

帝

↓

仁
寿
殿
女
御

11

東
宮

↓

あ
て
宮

12

東
宮

↓

あ
て
宮

『源
氏
物
語
﹄
同
様
︑
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
も
帝
や
東
宮
が
時
め
か
す
側
に

な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
時
め
か
さ
れ
る
の
は
前
半
が
男
性
官
人
と
な
っ
て

い
る
︒
そ
の
中
で
5
だ
け
が
や
や
特
殊
だ
が
︑
こ
れ
は
仲
頼
自
身
が
謙

遜
・
自
嘲
を
含
め
て
語
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
︑
例
外
と
し
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
︒
後
半
に
な
る
と
︑
後
宮
の
女
性
を
寵
愛
し
て
い
る
例
に
変
化
し

て
い
る
︒
特
に
用
例
8
・
11
・
12
は
東
宮
が
あ
て
宮
を
寵
愛
し
て
い
る
例

で
あ
る
︒

『う
つ
ほ
物
語
﹄
の
用
例
は
︑
基
本
的
に
辞
書
の
説
明
に
一
致
し
て
い

る
と
い
え
る
︒
た
だ
し
4
や
6
の
よ
う
に
︑
複
数
の
男
性
が
同
時
に
寵
愛

さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
た
い
︒
6
な
ど
涼
が
仲
忠
と
等
し
く
寵
愛
さ

れ
て
い
る
と
あ
り
︑
序
列
な
し
に
二
人
同
時
に
同
じ
く
ら
い
寵
愛
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る

(た
だ
し
男
色
で
は
な
い
)
︒
そ
の
意
味
で
は
︑﹁
時
め

く
﹂
は
絶
対
的
な
重
み
を
有
し
て
お
ら
ず
︑
案
外
軽
く
用
い
ら
れ
て
い
る

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考
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こ
と
に
な
る
︒
そ
の
た
め
﹁
限
り
な
く
﹂
(四
回
)﹁
い
と
か
し
こ
く
﹂

﹁
い
み
じ
く
﹂﹁
二
つ
な
く
﹂
(二
回
)
と
い
っ
た
程
度
を
あ
ら
わ
す
修
飾

語
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

女
性
の
例
を
見
る
と
︑
9
は
詳
細
不
明
だ
が
︑
あ
て
宮
に
三
例
も
集
中

し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
︒
た
だ
し
あ
て
宮
は
も
と
も
と
高
貴
な
身
分

で
あ
り
︑
寵
愛
さ
れ
て
当
然
の
人
だ
か
ら
︑
桐
壺
更
衣
の
よ
う
な
物
語
展

開
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
あ
て
宮
の
よ
う
な
例
が
普
通
で
あ
っ
て
︑

桐
壺
更
衣
の
方
が
特
殊
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
に
継
子
譚
の
﹃
住
吉
物
語
﹄
と
﹃
落
窪
物
語
﹄
の
﹁
時
め
く
﹂
を
見

て
お
こ
う
︒﹃
住
吉
物
語
﹄
に
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
よ
う
な
後
宮
描
写
は

な
い
も
の
の
︑
二
人
妻
の
優
劣
と
い
う
こ
と
で
物
語
の
冒
頭
に
︑

今
は
昔
︑
中
納
言
に
て
左
衛
門
の
督
か
け
た
る
人
︑
上
二
人
と
な
ん
︑

か
け
て
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
︒
一
人
は
と
き
め
く
諸
大
夫
の
御
娘
な
り
︒

姫
君
二
人
お
は
し
け
り
︒
中
の
君
︑
三
の
君
と
ぞ
申
し
け
る
︒
い
ま

一
人
は
ゑ
ん
ぎ
の
帝
の
御
娘
に
て
︑
な
べ
て
な
ら
ぬ
人
に
て
お
は
し

け
る
︒

(17
頁
)

と
﹁
時
め
く
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
な
ど
諸
大
夫
で
あ
る
か
ら
︑

帝
が
直
接
寵
愛
す
る
意
味
で
は
あ
る
ま
い
︒
む
し
ろ
経
済
的
に
豊
か
な
成

り
上
が
り
者
と
い
う
意
味
で
考
え
た
い
︒
も
う
一
例
︑
男
主
人
公

(中

将
)
の
こ
と
が
︑

世
に
と
き
め
き
め
で
た
き
人
な
れ
ば
︑
い
か
が
せ
ん
︑

(
104
頁
)

と
さ
れ
て
い
る(
6
)

︒
こ
れ
も
合
わ
せ
て
﹃
住
吉
物
語
﹄
で
は
︑
二
例
と
も
男

性
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
同
様
︑

こ
れ
が
普
通
の
用
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
﹃
落
窪
物
語
﹄
に
も
︑

左
大
将
殿
の
左
近
の
少
将
と
か
︒
か
た
ち
は
い
と
き
よ
げ
に
お
は
す

る
う
ち
に
︑
た
だ
今
な
り
出
で
た
ま
ひ
な
む
と
人
々
褒
む
︒
帝
も
時

め
か
し
お
ぼ
す
︒
御
妻
は
な
し
︒

(
巻
一
89
頁
)

と
あ
る
︒
こ
れ
は
男
主
人
公

(少
将
)
の
例
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹃
落
窪
物

語
﹄
に
は
も
う
一
例
︑

御
妹
︑
限
り
な
く
時
め
き
た
ま
ひ
て
持
た
ま
へ
り
︒

(
176
頁
)

と
出
て
い
る
︒
こ
れ
は
中
将

(少
将
か
ら
昇
進
)
の
妹
女
御
が
帝
の
寵
愛

を
受
け
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
︒
そ
れ
が
兄
の
中
将
の
権
勢
を
支
え
て

い
る
わ
け
だ
が
︑
あ
て
宮
同
様
後
宮
女
性
の
例
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た

い
︒以

上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
用
例
を
見
て
き
た
︒
そ
の
結
果
﹃
う
つ

ほ
物
語
﹄
以
下
︑
男
性
を
対
象
と
す
る
﹁
時
め
く
﹂
が
多
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
ほ
ぼ
女
性
と
い
う
こ
と

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考

四
六



で
用
法
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
あ
て
宮

な
ど
︑
本
来
身
分
の
高
い
女
性
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
方
が
普
通
の

用
法
と
思
わ
れ
る
︒
身
分
の
低
い
桐
壺
更
衣
に
用
い
ら
れ
る
﹃
源
氏
物

語
﹄
は
︑
そ
れ
が
不
安
材
料
と
い
う
か
︑
い
ま
わ
し
い
事
件
の
予
兆
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
意
味
で
桐
壺
更
衣
の
﹁
時
め

く
﹂
は
︑
特
殊
用
法
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒

四

こ
こ
で
も
う
一
度
最
初
の
疑
問
に
戻
っ
て
み
た
い
︒
本
来
の
﹁
時
め

く
﹂
は
︑
時
勢
に
あ
っ
て
は
ぶ
り
が
よ
い
意
味
で
あ
っ
た
︒
で
は
そ
う
い

う
人
が
︑
誰
か
に
い
や
が
ら
せ
を
受
け
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
時
め
く
﹂
は
案

外
ち
っ
ぽ
け
な
は
ぶ
り
の
よ
さ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
に
し
て
も

桐
壺
更
衣
は
﹁
す
ぐ
れ
て
時
め
﹂
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
帝
の
寵
愛
を
得

て
は
ぶ
り
が
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
む
し
ろ
い
や
が
ら
せ
で
も
し
よ
う

も
の
な
ら
︑
逆
に
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ

か
ら
こ
そ
︑

は
じ
め
よ
り
我
は
と
思
ひ
あ
が
り
た
ま
へ
る
御
方
々
︑
め
ざ
ま
し
き

も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み
た
ま
ふ
︒

(桐
壺
巻
17
頁
)

と
︑
後
宮
の
女
御
達
か
ら
憎
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
考
え
て
み
れ
ば
﹁
上

局
﹂
を
賜
っ
た
の
も
︑
誕
生
し
た
光
源
氏
が
東
宮
候
補
と
な
る
の
も
︑
更

衣
が
﹁
時
め
﹂
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
れ
に
類
す
る
例
と
し
て
︑
夕
顔
怪
死
事
件
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ

そ
︑
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
︒

(夕
顔
巻
164
頁
)

こ
の
話
者
を
六
条
御
息
所
の
生
霊
と
見
れ
ば
︑
ま
さ
し
く
桐
壺
巻
の
弘

徽
殿
と
桐
壺
更
衣
の
焼
き
直
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
桐
壺
更
衣
は
身
分

不
相
応
に
帝
の
寵
愛
を
独
占
し
た
か
ら
こ
そ
︑
弘
徽
殿
を
は
じ
め
と
す
る

後
宮
の
女
御
達
か
ら
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
と
思
わ
れ
︑
い
や
が
ら
せ
を
受
け
た
︒

夕
顔
も
光
源
氏
か
ら
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
で
︑
面
識
も
な
い
六
条
御
息
所
の

恨
み
を
買
い
︑
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
る
結
果
を
招
い
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
︒

と
い
う
の
も
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
は
︑
上
か
ら
目
線
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
語
だ
か
ら
で
あ
る

(差
別
語
)︒
寵
愛
を
う
け
た
身
分
の
低
い
女
性
に

対
し
て
︑
身
分
高
き
女
性
が
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
と
思
う
こ
と
か
ら
事
件
が
展

開
す
る

(
死
に
至
る
)︒
こ
れ
こ
そ
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
特
殊
用
法

で
あ
ろ
う
︒

つ
い
で
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
作
品
で
︑﹁
時
め
く
﹂
と
﹁
め
ざ
ま

し
﹂
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
探
し
た
と
こ
ろ
︑
﹃
大
鏡
﹄
師
尹

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考

四
七



伝
に
︑か

ぎ
り
な
く
と
き
め
き
た
ま
ふ
に
︑
冷
泉
院
の
御
母
后
う
せ
た
ま
ひ

て
こ
そ
︑
な
か
な
か
こ
よ
な
く
お
ぼ
え
劣
り
た
ま
へ
り
と
は
聞
こ
え

た
ま
ひ
し
か
︒﹁
故
宮
の
︑
い
み
じ
う
め
ざ
ま
し
く
︑
や
す
か
ら
ぬ

も
の
に
思
し
た
り
し
か
ば
︑
思
ひ
出
づ
る
に
︑
い
と
ほ
し
く
︑
悔
し

き
な
り
﹂
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
︒

(
119
頁
)

と
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
村
上
天
皇
が
芳
子
女
御
を
寵
愛
し
た
例
で
あ
る
︒
芳

子
に
は
こ
れ
以
外
に
も
︑

御
目
の
し
り
少
し
さ
が
り
た
ま
へ
る
が
︑
い
と
ど
ら
う
た
く
お
は
す

る
を
︑
帝
︑
い
と
か
し
こ
く
と
き
め
か
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑
か
く
仰
せ

ら
れ
け
る
と
か
︒

生
き
て
の
世
死
に
て
の
後
の
後
の
世
も
羽
を
か
は
せ
る
鳥
と
な

り
な
む

(新
編
全
集
118
頁
)

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
和
歌
の
﹁
羽
を
か
は
せ
る
﹂
に
は
﹁
長
恨
歌
﹂
の

﹁
比
翼
の
鳥
﹂
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
点
も
桐
壺
更
衣
の
構
図
と

類
似
し
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
村
上
天
皇
の
安
子
中
宮
は
弘
徽
殿
の
立
場
に
あ
り
︑

中
隔
て
の
壁
に
穴
を
開
け
て
︑
の
ぞ
か
せ
た
ま
ひ
け
る
に
︑
女
御
の

御
か
た
ち
︑
い
と
う
つ
く
し
く
め
で
て
あ
く
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
︑

﹁
む
べ
︑
と
き
め
く
に
こ
そ
あ
り
け
れ
﹂
と
御
覧
ず
る
に
︑

(
149
頁
)

と
芳
子
の
美
し
さ
を
見
て
︑
嫉
妬
の
あ
ま
り
土
器
の
破
片
を
投
げ
つ
け
て

い
る
︒
こ
の
芳
子
に
は
都
合
三
度
も
﹁
時
め
く
﹂
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑

ま
た
弘
徽
殿
役
の
安
子
に
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
が
ら
れ
て
い
る
点
︑
歴
史
的
に

は
こ
ち
ら
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
よ
り
先
で
は
あ
る
が
︑
描
写
と
し
て
は
﹃
大

鏡
﹄
が
桐
壺
巻
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ

程
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
︒

次
に
﹃
今
鏡
﹄
﹁
皇
子
た
ち
第
八
腹
々
の
み
こ
﹂
に
は
︑

こ
と
の
ほ
か
に
と
き
め
き
給
ひ
し
か
ば
︑
后
の
御
方
の
め
ざ
ま
し
く

思
ひ
あ
ひ
て
︑
人
の
心
を
の
み
は
た
ら
か
し
︑
世
人
も
︑
あ
ま
り
ま

ば
ゆ
き
ま
で
思
へ
る
な
る
べ
し
︒

(
講
談
社
学
術
文
庫
下
巻
343
頁
)

と
書
か
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
崇
徳
院
が
兵
衛
佐
と
い
う
女
房
を
寵
愛
し
た

記
事
で
あ
る
が
︑
后
が
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
﹁
人

の
心
を
の
み
﹂﹁
世
人
﹂﹁
ま
ば
ゆ
き
﹂
な
ど
︑
桐
壺
巻
冒
頭
の
表
現
が
鏤

め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
身
分
低
き
女
性
の
寵
愛
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て

い
る
の
で
︑
﹃
今
鏡
﹄
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
描
写
を
積
極
的
に
引
用
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
氏
忠

(男
性
)
の
例
で
あ
る
が
︑
中
国
に
お

い
て
才
能
を
発
揮
し
た
こ
と
で
︑

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考

四
八



す
べ
て
本
の
国
の
人
︑
及
び
が
た
く
の
み
あ
る
に
つ
け
て
︑
人
は
め

ざ
ま
し
う
思
ふ
か
た
も
あ
れ
ど
︑︿
中
略
﹀
あ
は
れ
に
御
覧
ず
れ
ば
︑

い
み
じ
う
時
め
か
さ
せ
た
ま
ふ
︒

(32
頁
)

と
︑
や
は
り
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
と
帝
か
ら
の
﹁
時
め
か
す
﹂
が
同
時
に
用
い

ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
な
ど
男
性
の
例
で
あ
る
か
ら
内
容
面
で
は
な
く
︑
単

に
桐
壺
巻
の
描
写
が
表
層
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

つ
い
で
に
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
は
共
有
し
て
い
な
い
け
れ
ど
︑
明
ら
か
に
桐

壺
更
衣
を
模
倣
し
て
い
る
も
の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
︒
例
え
ば
﹃
狭
衣
物

語
﹄
の
︑

女
御
︑
御
息
所
︑
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ど
︑
す
ぐ
れ
て
時
め
き

た
ま
ふ
も
な
し
︒

(新
編
全
集
158
頁
)

は
︑
一
見
し
て
桐
壺
巻
の
パ
ロ
デ
ィ

(打
消
し
)
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら

に
﹁
今
ま
で
后
も
立
ち
た
ま
は
ぬ
な
る
べ
し
﹂
(同
頁
)
と
も
あ
っ
て
︑

后
の
不
在
と
い
う
設
定
ま
で
も
桐
壺
帝
の
後
宮
に
類
似
さ
せ
て
い
る
︒
た

だ
し
桐
壺
更
衣
の
よ
う
に
﹁
時
め
き
た
ま
ふ
﹂
女
性
が
不
在
と
い
う
設
定

の
中
で
︑
嵯
峨
院
の
女
一
の
宮
が
入
内
し
て
い
る
︒﹃
狭
衣
物
語
﹄
で
は

桐
壺
更
衣
を
飛
び
越
え
て
︑
む
し
ろ
藤
壺
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒

次
に
﹃
今
鏡
﹄
の
﹁
す
べ
ら
ぎ
の
下
第
三
男
山
﹂
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

し
の
び
て
参
り
給
へ
る
御
方
お
は
し
ま
し
て
︑
や
や
朝
政
も
お
こ
た

ら
せ
給
ふ
さ
ま
に
て
︑
夜
が
れ
さ
せ
給
ふ
事
な
か
る
べ
し
︒
い
と
や

む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ね
ど
︑
中
納
言
に
て
御
親
は
お
は
し
け

る
に
︑︿
中
略
﹀
日
に
添
へ
て
類
な
き
御
志
に
て
︑
と
き
め
き
給
ふ

ほ
ど
︑
た
だ
な
ら
ぬ
事
さ
へ
お
は
し
け
れ
ば
︑

(講
談
社
学
術
文
庫
上
巻
412
頁
)

こ
れ
は
鳥
羽
院
が
美
福
門
院
得
子
を
寵
愛
し
た
記
述
で
あ
る
︒﹁
め
ざ

ま
し
﹂
は
な
い
も
の
の
︑﹁
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
﹂
と

い
う
表
現
の
み
な
ら
ず
︑﹁
朝
政
も
お
こ
た
ら
せ
給
ふ
﹂
な
ど
が
桐
壺
巻

と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
父
の
身
分
が
低
い
こ
と
︑
寵
愛
の
結
果
と
し
て

御
子
を
出
産
し
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
明
ら
か
に
桐
壺
更
衣
の
引
用
で
あ
る

こ
と
が
読
み
と
れ
る
︒

結

以
上
︑﹁
時
め
く
﹂
に
注
目
し
て
総
合
的
に
用
例
を
調
査
し
て
み
た
︒

そ
の
結
果
︑
本
来
﹁
時
め
く
﹂
は
辞
書
的
な
用
法
で
使
用
さ
れ
て
い
た
が
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
至
っ
て
使
用
範
囲
を
後
宮
に
限
定
し
︑
し
か
も
身
分
低

き
女
性
が
寵
愛
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
他
の
高
貴
な
女
性
達
の
恨
み
を
買
い
︑
そ
の

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考

四
九



結
果
死
に
至
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄

の
﹁
時
め
く
﹂
は
従
来
と
は
異
な
る
特
殊
用
法
で
あ
り
︑
悲
劇
的
な
展
開

の
伏
線

(キ
ー
ワ
ー
ド
)
と
な
っ
て
い
る
と
読
み
た
い
︒

た
だ
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
意
味
が
特
殊
な
の
で
は
な
く
︑
本
来
は
﹁
時

め
く
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
身
分
の
女
性
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
に
至
っ
て
身
分
不
相
応
な
桐
壺
更
衣
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
最

大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
︒
中
で
も
差
別
語
﹁
め
ざ
ま
し
﹂
を
含
む
も
の

は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
上
下
関
係
の
対
立
が
明
確
に
な
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
秩

序
を
回
復
す
る
方
向

(死
に
よ
る
退
場
)
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
桐
壺
更
衣
の
悲
劇
的
な
物
語
が
あ
ま
り
に
も
強
烈
だ
っ
た
た
め
に
︑

以
後
の
﹁
時
め
く
﹂
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
物
語
展
開
の

契
機
と
い
っ
た
重
要
な
用
法
で
は
な
い
も
の
の
︑
桐
壺
巻
か
ら
の
引
用
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
桐
壺
巻
の

﹁
時
め
く
﹂
は
印
象
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

〔注
︺

(1
)

吉
海
直
人
﹁
桐
壺
更
衣
の
政
治
性
﹂﹃
源
氏
物
語
の
新
考
察
﹄
(お
う

ふ
う
)
平
成
15
年
10
月

(2
)
﹁
心
と
き
め
く
﹂
は
現
代
で
は
﹁
時
め
く
﹂
と
し
て
普
通
に
使
用
さ
れ

て
い
る
︒
中
世
以
降
に
﹁
時
め
く
﹂
が
衰
退
し
︑﹁
心
と
き
め
く
﹂
が

﹁
時
め
く
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(3
)

『
蜻
蛉
日
記
﹄
の
﹁
御
陵
や
な
に
や
と
聞
く
に
︑
時
め
き
た
ま
へ
る

人
々
い
か
に
と
︑
思
ひ
や
り
き
こ
ゆ
る
に
︑
あ
は
れ
な
り
︒
﹂
(
152
頁
)

も
村
上
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
た
女
性
が
複
数
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
人

で
あ
る
登
子
は
︑
﹃
大
鏡
﹄
に
﹁
い
み
じ
う
と
き
め
か
さ
せ
た
ま
ひ
て
︑

貞
観
殿
の
尚
侍
と
ぞ
︑
申
し
し
か
し
︒﹂
(
162
頁
)
と
あ
り
︑
﹁
い
み
じ

う
﹂
が
冠
さ
れ
て
い
る
︒

(4
)

古
典
対
照
語
い
表
で
は
︑﹁
時
め
か
す
4
﹂﹁
時
め
く
4
﹂
と
な
っ
て

い
る
が
︑
新
編
全
集
﹃
大
鏡
﹄
で
は
﹁
時
め
か
す
3
﹂﹁
時
め
く
6
﹂

と
な
っ
て
お
り
︑
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
︒

(5
)

旧
大
系
の
総
索
引
に
よ
れ
ば
︑
﹁
時
め
く
﹂
は
2
例
あ
る
が
︑
新
編
全

集
で
は
そ
れ
が
﹁
時
に
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
1
例
減
少
す
る
︒

(6
)

新
編
全
集
と
は
別
に
︑
新
大
系
で
は
﹁
な
か
な
か
︑
お
ぼ
え
す
く
な

き
宮
仕
よ
り
も
︑
時
め
か
ん
上
達
部
な
ど
に
︑
あ
は
せ
給
へ
か
し
﹂

(
316
頁
)
と
な
っ
て
い
る
︒
同
じ
く
男
性
の
用
例
だ
が
︑
用
い
ら
れ
方

が
異
な
っ
て
い
る
︒

『源
氏
物
語
﹄﹁
時
め
く
﹂
考

五
〇


