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平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

︱
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源
氏
菓
子
を
起
点
に

︱
︱

吉

海

直

人

一

今
日
は
︑
同
志
社
女
子
大
学
の
吉
海
で
す
︒
同
僚
の
廣
瀬
千
沙
子
先
生

に
頼
ま
れ
て
と
い
う
か
︑
源
氏
ゆ
か
り
の
お
菓
子
に
目
が
眩
ん
で
︑
こ
こ

で
お
話
を
す
る
は
め
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
こ
の

二
ヶ
月
ほ
ど
精
神
的
に
大
変
苦
労
し
ま
し
た
︒
源
氏
を
研
究
す
る
私
に

と
っ
て
︑
た
だ
源
氏
の
お
話
を
す
る
だ
け
な
ら
︑
そ
ん
な
苦
労
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
今
回
の
私
の
悩
み
の
種
は
︑
時
代
が
近
世
で
あ
る
こ
と
と
︑
対
象

が
京
菓
子
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
で
す
︒

正
直
な
話
︑
源
氏
の
研
究
者
に
と
っ
て
近
世
は
鬼
門
の
よ
う
な
も
の
で
︑

で
き
れ
ば
素
通
り
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た
︒
と
い
う
の
も
︑
近
世
に

大
衆
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
源
氏
文
化
も
多
様
化
し
て
お
り
︑
膨
大
な
享
受

史
の
資
料
が
あ
っ
て
︑
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
ほ
ど
だ
か
ら
で
す
︒

ま
た
﹁
江
戸
﹂
の
源
氏
文
化
は
怪
し
い
と
い
う
か
︑
平
安
時
代
の
﹃
源

氏
物
語
﹄
を
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
︑
そ
れ
は
実
は
江
戸
時
代
の
見

方
で
あ
っ
て
︑
江
戸
時
代
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
掛
け
て
源
氏
を
見
て
い
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
江
戸
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か

ず
︑
平
安
時
代
の
生
の
源
氏
を
見
て
い
る
よ
う
に
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
私
は
江
戸
に
対
し
て
構
え
て
い
る
と

い
う
か
警
戒
し
て
い
る
の
で
す
︒

こ
こ
で
会
場
に
な
っ
て
い
る
閑
院
宮
を
例
に
し
て
お
話
し
ま
す
︒
か
つ

て
江
戸
時
代
に
世
襲
親
王
家
と
し
て
︑
四
つ
の
親
王
家
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
︒
そ
れ
は
徳
川
幕
府
に
お
け
る
御
三
家
に
似
た
も
の
で
す
︒
現
在
は
す

べ
て
断
絶
し
て
い
ま
す
が
︑
か
ろ
う
じ
て
建
物
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
︒

一
九



こ
の
閑
院
宮
邸
に
し
て
も
︑
今
出
川
通
り
に
あ
る
冷
泉
家
に
し
て
も
︑
確

か
に
宮
家
の
邸
宅
で
あ
り
貴
族
の
邸
宅
な
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
江
戸
時
代

の
建
築
物
で
あ
り
︑
到
底
平
安
時
代
の
い
わ
ゆ
る
寝
殿
造
り
に
は
遡
れ
ま

せ
ん
︒
特
に
閑
院
宮
邸
は
天
明
の
大
火
で
全
焼
し
︑
そ
の
後
に
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
︒
仮
に
こ
の
閑
院
宮
邸
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
生
活
を
想
像

し
た
と
す
る
と
︑
そ
れ
こ
そ
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
幻
想
に
な
っ
て
し
ま

い
か
ね
ま
せ
ん
︒
そ
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
な
い
で
︑
閑
院
宮
だ
か

ら
貴
族
文
化
だ
と
い
わ
れ
る
と
困
る
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
す
︒

ま
た
御
苑
の
一
角
に
あ
る
御
所
も
そ
の
好
例
で
す
︒
現
存
し
て
い
る
御

所
は
安
政
年
間
︑
つ
ま
り
幕
末
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
︒
そ
の
際
︑
江

戸
の
文
化
と
い
う
か
考
証
趣
味
で
︑
な
る
べ
く
平
安
時
代
に
近
い
も
の
を

と
考
え
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
点
は
い
い
の
で
す
が
︑
ご
承
知
の
よ
う
に
平

安
の
御
所
に
は
本
来
の
内
裏
と
里
内
裏
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
︒

ま
ず
位
置
が
違
い
ま
す
︒
平
安
時
代
は
朱
雀
大
路
の
北
側
に
あ
っ
た
の

で
す
が
︑
現
在
は
ず
っ
と
東
に
二
キ
ロ
も
ず
れ
て
い
ま
す
︒
現
在
の
場
所

は
鎌
倉
時
代
に
里
内
裏
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
本
式
の
内
裏
の
場
所

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
い
う
よ
り
鎌
倉
時
代
以
降
︑
皇
室
の
経
済
状
態
が

悪
化
し
て
︑
も
は
や
正
式
な
内
裏
を
再
建
す
る
力
も
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
す
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
肝
心
の
後
宮
が
あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
︑
今
の
御
所

に
は
桐
壺
も
弘
徽
殿
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
今
の
御
所
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
を

想
像
す
る
と
︑
そ
れ
こ
そ
江
戸
の
色
メ
ガ
ネ
で
平
安
を
見
る
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
江
戸
の
源
氏
は
平
安
幻
想
で
あ
り
︑
ま
た
江
戸
幻
想
で
も
あ
っ
て
︑

そ
の
辺
り
の
こ
と
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
本

日
は
そ
れ
を
仮
に
﹁
も
う
一
つ
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹂
と
名
付
け
て
お
き
ま

す
︒次

に
今
日
の
本
題
で
あ
る
﹁
源
氏
と
京
菓
子
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
が
︑

近
世
の
研
究
者
な
ら
こ
だ
わ
り
な
く
話
せ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か

し
私
の
場
合
︑
こ
の
テ
ー
マ
は
源
氏
研
究
で
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
も
の
な

の
で
︑
拒
否
反
応
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
を

考
え
る
と
︑
近
世
も
私
も
︑
同
じ
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
対
象
に
し
て
い
る

よ
う
で
あ
り
な
が
ら
︑
ど
う
や
ら
そ
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
同
じ
も
の
で
は

な
い
の
で
す
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
︑
わ
れ
わ
れ
は
源
氏
の
本
文

を
重
視
し
て
い
ま
す
が
︑
近
世
の
大
衆
化
さ
れ
た
源
氏
は
ど
ん
ど
ん
本
文

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
す
︒

要
す
る
に
作
品
を
い
か
に
読
む
か
よ
り
も
︑
源
氏
の
商
品
価
値
に
目
を

付
け
︑
で
き
る
だ
け
自
分
た
ち
の
方
に
源
氏
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
で
︑
都

合
の
い
い
よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
の
一
例
と
し
て
︑
源
氏

が
あ
ま
り
に
も
大
部
な
も
の
な
の
で
︑
手
っ
取
り
早
い
方
法
と
し
て
ダ
イ

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
〇



ジ
ェ
ス
ト
化
が
進
み
ま
す
︒
源
氏
の
百
分
の
一
以
下
の
分
量
で
か
ま
い
ま

せ
ん
︒
も
っ
と
す
ご
い
の
は
千
分
の
一
以
下
︑
と
い
う
よ
り
巻
名
と
和
歌

一
首
だ
け
の
源
氏
文
化
も
確
立
し
て
い
ま
す
︒
源
氏
を
読
ん
で
楽
し
む
と

い
う
よ
り
︑
源
氏
に
触
れ
る
あ
る
い
は
源
氏
を
所
有
す
る
文
化
と
い
え
ま

す
︒
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
源
氏
の
パ
ロ
デ
イ
な
の
で
す
︒

も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
近
世
の
源
氏
文
化
は
︑
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
源
氏
が
映
画
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
監
督
は
一
度

も
源
氏
を
ま
と
も
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
千
年
紀
の
折
︑
千
住

明
さ
ん
が
交
響
曲
﹁
源
氏
物
語
﹂
を
作
曲
し
て
い
ま
す
が
︑
源
氏
の
イ

メ
ー
ジ
は
﹁
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
﹂
を
読
ん
で
思
い
浮
か
べ
た
と
発
言
し
て

い
ま
し
た
︒
そ
れ
な
ら
交
響
曲
﹁
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
﹂
が
ふ
さ
わ
し
い
と

思
う
の
で
す
が
︑
違
和
感
を
唱
え
る
人
は
他
に
誰
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒

源
氏
能
も
源
氏
歌
舞
伎
も
︑
﹁
も
う
一
つ
の
源
氏
﹂
と
い
う
か
︑
加
工

さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
が
︑
一
般
の
人
は
そ
れ
を
源
氏
と
し
て
受
け
止
め

て
い
ま
す
︒
そ
れ
で
何
も
思
わ
な
い
と
こ
ろ
が
﹁
も
う
一
つ
の
源
氏
﹂
文

化
で
す
︒
京
菓
子
も
そ
れ
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
︒
だ
か
ら
私
は
葛
藤
し
て

い
る
の
で
す
︒

二

話
を
京
菓
子
に
戻
し
ま
す
︒
弘
道
館
で
は
毎
年
京
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
展

を
開
催
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
ね
︒
昨
年
は
百
人
一
首
の
創
作
菓

子
だ
っ
た
の
で
︑
私
も
学
生
や
院
生
を
連
れ
て
見
学
に
う
か
が
い
ま
し
た
︒

恐
ら
く
百
人
一
首
の
場
合
は
和
歌
で
あ
り
︑
古
文
の
ま
ま
な
の
で
︑
和
歌

の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
を
ヒ
ン
ト
に
す
れ
ば
︑
デ
ザ
イ
ン
を

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
し
︑
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
ず
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
し
か
し
源
氏
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
︒
源
氏
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
条

件
で
応
募
し
た
人
の
︑
一
体
ど
れ
く
ら
い
の
人
が
実
際
に
源
氏
を
読
ん
で

理
解
し
て
い
る
の
か
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
﹁
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
﹂
の
知
識

で
は
な
い
の
か
︑
な
ど
と
私
は
心
配
し
て
い
ま
す
︒

も
ち
ろ
ん
京
菓
子
と
い
う
こ
と
で
︑
百
人
一
首
や
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を

デ
ザ
イ
ン
化
し
て
︑
そ
れ
を
手
の
ひ
ら
に
載
せ
て
食
べ
る
と
い
う
の
は
︑

な
ん
だ
か
百
人
一
首
や
源
氏
を
自
分
の
も
の
に
し
た
気
に
な
る
と
い
う
か
︑

身
近
な
も
の
に
な
っ
た
気
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
が
一
番
の
効
果
で
し
ょ
う
︒

そ
う
や
っ
て
古
典
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
︑
和
菓
子
を
創
作
し
て
い
た
だ
く
の

は
︑
研
究
者
に
と
っ
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
︒

た
だ
し
京
菓
子
の
主
流
は
砂
糖
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
江
戸
時

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
一



代
以
降
で
あ
っ
て
︑
菓
子
そ
の
も
の
は
到
底
平
安
時
代
へ
は
遡
れ
ま
せ
ん
︒

と
い
う
よ
り
﹁
菓
子
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
さ
え
大
き
く
違
っ
て
い
ま
し

た
︒
そ
の
こ
と
は
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
︑
﹁
菓
子
﹂
と
い
っ
た
ら
古

典
で
は
果
物
か
木
の
実
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
し
た
︒
橘
や
栗
・
梨
・
柿

な
ど
が
菓
子
な
の
で
す
︒

で
す
か
ら
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
京
菓
子
﹂
な
ど
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話

す
る
こ
と
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
研
究
者
に
は
で
き
な
い
の
で
す
︒
﹃
源
氏

物
語
﹄
と
和
菓
子
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
平
安
文
学
研
究
者
泣
か
せ
だ
と
い

う
こ
と
を
お
わ
か
り
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
︒
と
い
う
以
上
に
︑
そ
も
そ

も
源
氏
は
食
べ
物
に
関
し
て
全
般
に
淡
白
で
︑
描
写
が
少
な
い
の
で
す
︒

よ
く
考
え
る
と
︑
貴
族
は
自
分
で
料
理
し
ま
せ
ん
か
ら
︑
当
然
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒

そ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
限
ら
ず
︑
他
の
﹃
枕
草
子
﹄
な
ど
で
も
同
様

で
す
︒
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
ど
の
よ
う
な
菓
子
が
存
し
︑
貴
族
達
に

食
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
︑
所
詮
無
理
な
話
な
の
で
す
︒
江
戸
時

代
以
降
に
確
立
さ
れ
た
京
菓
子
に
類
す
る
も
の
は
︑
原
則
平
安
時
代
に
は

存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
私
の
正
直
な
答
え
で
す
︒

御
菓
子
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
お
茶
に
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
ま

す
︒
確
か
に
お
茶
は
平
安
時
代
初
期
に
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま

し
た
︒
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
既
に
中
国
か
ら
お
茶
は
伝
来
し
て
い
る
し
︑

嵯
峨
天
皇
と
弘
法
大
師
が
お
茶
を
喫
し
て
作
っ
た
漢
詩
が
残
っ
て
い
ま
す
︒

で
も
︑
何
し
ろ
貴
重
な
輸
入
品
だ
っ
た
の
で
︑
貴
族
の
中
で
も
一
般
化
さ

れ
る
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
む
し
ろ
仏
教
と
の
か
か
わ
り
の
方

が
強
い
よ
う
で
す
︒
お
茶
の
淹
れ
方
に
し
て
も
︑
現
在
の
茶
道
の
や
り
方

と
は
違
っ
て
い
ま
す
︒

つ
い
で
に
い
う
と
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
お
茶
と
い
う
言
葉
は
一
度
も

出
て
き
ま
せ
ん
︒
光
源
氏
は
生
涯
お
茶
を
飲
ん
だ
こ
と
は
な
い
し
︑
い
わ

ゆ
る
お
菓
子
を
口
に
し
た
こ
と
も
な
い
の
で
す
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

近
世
の
幻
想
と
い
う
か
︑
京
菓
子
の
歴
史
を
平
安
時
代
ま
で
遡
ら
せ
た
い

と
い
う
願
望
で
︑
つ
い
無
理
を
し
て
ル
ー
ツ
を
平
安
に
持
っ
て
い
く
努
力

が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
の
好
例
が
あ
り
ま
す
︒
嵯
峨
野
に
あ
る
二
尊
院
に
は
︑
平
成
に
な
っ

て
か
ら
﹁
小
倉
餡
発
祥
の
地
﹂
と
い
う
石
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
︒
弘
法

大
師
が
中
国
か
ら
小
豆
を
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
起
源
説
で
す
︒
た
だ
小
倉

餡
と
い
う
名
称
は
か
な
り
後
発
で
す
︒
餡
に
し
て
も
古
く
は
肉
餡

(
中
国

式
)
だ
し
︑
後
に
塩
餡
に
な
り
︑
そ
れ
が
甘
い
餡
に
な
っ
た
の
は
︑
や
は

り
江
戸
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
二



三

こ
こ
で
平
安
時
代
の
菓
子
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
に
︑
和
菓
子
の
起
源
の
よ

う
な
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
決
し
て
積
極
的
に
描
か
れ

て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
菓
子
の
ル
ー
ツ
と
し
て
は
餅
と
饅
頭
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
︒
し
か
し
源
氏
に
唐
菓
子

(
饅
頭
)
は
描
か
れ
て
い
ま
せ

ん
︒
餅
に
し
て
も
︑
た
ま
た
ま
少
し
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と

で
す
か
ら
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
決
し
て
和
菓
子
を
好
意
的
に
あ
る
い
は
積

極
的
に
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
︒
紫
式
部
も
清
少
納
言
も
ス

イ
ー
ツ
女
子
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
︒
要
す
る
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
菓
子

の
資
料
と
し
て
は
必
ず
し
も
有
効
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

そ
れ
で
は
身
も
蓋
も
な
い
の
で
︑
と
り
あ
え
ず
い
く
つ
か
菓
子
の
起
源

の
よ
う
な
も
の
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
︒

｢
餅
﹂
と
し
て
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
葵
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
新
枕
の
と

こ
ろ
に
︑

そ
の
夜
さ
り
︑
亥
の
子
餅
参
ら
せ
た
り
︒

(
新
編
全
集
72
頁
)

と
出
て
い
ま
す
︒
﹁
亥
の
子
餅
﹂
は
旧
暦
十
月
の
こ
と
を
﹁
亥
の
月
﹂
と

称
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す

(
冬
至
を
含
む
月
が
子
の
月
で
し
た
)
︒

そ
の
十
月
の
初
亥
に
食
べ
る
の
が
亥
の
子
餅
で
す
︒
こ
れ
を
食
べ
る
と
子

孫
が
繁
栄
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
た
ま
た
ま
そ
の
日
が
十
月
の
初
亥

だ
っ
た
の
で
︑
﹁
亥
の
子
餅
﹂
が
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
︒

そ
こ
か
ら
源
氏
は
﹁
三
日
夜
餅
﹂
へ
と
連
想
を
転
換
し
︑

こ
の
餅
︑
か
う
数
々
に
と
こ
ろ
せ
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
︑
明
日
の
暮

に
参
ら
せ
よ
︒
今
日
は
い
ま
い
ま
し
き
日
な
り
け
り
︒

(
72
頁
)

と
︑
惟
光
に
﹁
三
日
夜
餅
﹂
を
用
意
さ
せ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
お
菓
子
屋

で
作
る
の
で
は
な
く
︑
家
庭
で
作
っ
て
い
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
当
時
お
菓

子
屋
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
﹁
三
日
夜
餅
﹂
と
い
う
名
称
は
︑
物
語
で
は
避
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
察
し
の
い
い
惟
光
は
す
ぐ
に
ピ
ン
と
き
て
い
ま
す
︒

正
式
な
結
婚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
せ
め
て
﹁
三
日
夜
餅
﹂
を
用
意
さ
せ

た
と
こ
ろ
が
源
氏
の
は
か
ら
い
︑
紫
の
上
に
対
す
る
愛
情
の
あ
ら
わ
れ
と

い
う
わ
け
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
源
氏
は
︑
桐
壺
巻
で
葵
の
上
と
正
式
に
結
婚

し
て
い
ま
す
か
ら
︑
本
来
な
ら
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
す

が
︑
桐
壺
巻
に
そ
う
い
っ
た
描
写
は
一
切
出
て
い
ま
せ
ん
︒

な
お
﹁
三
日
夜
餅
﹂
に
関
し
て
は
﹃
落
窪
物
語
﹄
に
も
う
少
し
詳
し
く
︑

草
餅
二
種
︑
例
の
餅
二
種
︑
小
さ
や
か
に
を
か
し
う
し
て
︑
さ
ま
ざ

ま
な
り
︒

(
58
頁
)

｢
餅
に
こ
そ
あ
め
れ
︒
食
ふ
や
う
あ
り
と
か
︒
い
か
が
す
る
﹂
と
の

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
三



た
ま
へ
ば
︑
︿
中
略
﹀
﹁
切
ら
で
︑
三
つ
と
こ
そ
は
﹂
と
申
せ
ば
︑

(
66
頁
)

と
食
べ
方
ま
で
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
お
そ
ら
く
葵
巻
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
︒

次
に
若
菜
上
巻
の
蹴
鞠
の
場
面
で
は
︑

わ
ざ
と
な
く
︑
椿
餅
︑
梨
︑
柑
子
や
う
の
物
ど
も
︑
さ
ま
ざ
ま
に
︑

箱
の
蓋
ど
も
に
と
り
ま
ぜ
つ
つ
あ
る
を
︑

(142
頁
)

と
︑
く
だ
も
の
と
並
ん
で
﹁
椿
餅
﹂
が
供
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
も
ち

米
の
粉
に
甘
葛
を
加
え
て
作
っ
た
餅
を
︑
椿
の
葉
で
挟
ん
だ
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄

に
は
こ
の
一
例
だ
け
で
す
が
︑
他
に
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
国
譲
上
巻
に
も
︑

大
殿
の
御
方
よ
り
︑
檜
破
子
︑
御
酒
︑
椿
餅
な
ど
奉
り
た
ま
へ
り
︒

左
の
大
殿
よ
り
は
︑
梨
︑
柑
子
︑
橘
︑
苞
葺
な
ど
あ
り
︒

(
93
頁
)

と
出
て
い
る
の
で
︑
当
時
普
通
に
食
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

(
描
写
は
類
型
的
)
︒
同
時
に
梨
・
柑
子
と
い
う
本
当
の
菓
子

(
く
だ
も

の
)
も
供
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
が
早
春
だ
と
す
る
と
︑
梨
の
実
は
季

節
と
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

そ
の
他
︑
宇
治
十
帖
の
宿
木
巻
に
は
︑
粉
熟

(
ふ
ず
く
)
と
い
う
餅
が

供
さ
れ
て
い
ま
す
︒
中
の
君
の
出
産
と
︑
そ
れ
に
伴
う
赤
ん
坊
の
産
養
と

し
て
︑
薫

(
後
見
人
)
か
ら
盛
大
な
贈
り
物
が
届
け
ら
れ
ま
す
が
︑
そ
の

中
に
︑高

坏
ど
も
に
て
︑
粉
熟
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
り
︒

(473
頁
)

が
あ
り
ま
し
た
︒

も
う
一
例
︑
女
二
の
宮
と
薫
が
結
婚
し
た
後
の
藤
花
の
宴
で
︑

宮
の
御
方
よ
り
︑
粉
熟
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
り
︒

(482
頁
)

と
あ
り
︑
女
二
の
宮
側
か
ら
粉
熟
が
振
舞
わ
れ
て
い
ま
す
︒
珍
し
く
宿
木

巻
に
﹁
粉
熟
﹂
二
例
が
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
と
も
に
高
価
な
餅

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒

以
上
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
描
か
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
菓
子
に
類
す
る
も
の

の
す
べ
て
で
す
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
︑
い
わ
ゆ
る

唐
菓
子

(
奈
良
に
は
油
で
餅
を
揚
げ
た
ぶ
と
饅
頭
が
あ
り
ま
す
)
は
描
か

れ
て
お
ら
ず
︑
餅
の
類
ば
か
り
で
し
た
︒
し
か
も
た
っ
た
こ
れ
だ
け
な
の

で
す
︒

こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
︑
一
つ
に
は
用
例
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
︑

ま
た
現
在
の
お
菓
子
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
こ
と
で
す
︒
し
か
も
出
さ

れ
た
餅
に
対
し
て
︑
誰
も
お
い
し
い
と
か
ま
ず
い
と
か
︑
と
い
う
感
想
を

口
に
し
て
い
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
っ
た
も
の
と
は
無
縁
だ
っ
た
の
で
す
︒

な
お
餅
に
つ
い
て
で
す
が
︑
現
在
は
京
菓
子
屋
と
餅
屋
は
袂
を
別
っ
て

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
四



い
ま
す
し
︑
餅
屋
の
こ
と
を
下
に
見
て
い
る
よ
う
な
側
面

(
自
負
)
も
あ

る
よ
う
で
す
︒
以
前
︑
末
富
さ
ん
に
二
葉
の
豆
餅
の
話
を
向
け
た
ら
︑
京

菓
子
は
塩
を
使
わ
な
い
と
あ
っ
さ
り
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ル
ー
ツ
と
し
て
だ
け
餅
を
許
容
す
る
と
い
う
の

で
は
︑
や
は
り
筋
が
通
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
き

ち
ん
と
整
理
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄

と
菓
子
に
は
ほ
と
ん
ど
接
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
は
何
も
﹃
源

氏
物
語
﹄
と
京
菓
子
の
関
係
を
否
定
し
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ

こ
に
江
戸
時
代
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
幻
想
が
あ
る
と
い
う
の
が
本
日
の
ポ
イ

ン
ト
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
ル
ー
ツ
で
は
な
く
江
戸
文
化
と
し
て
︑
江
戸
時
代

の
人
が
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
解
釈
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
和
菓
子
を
製

作
す
る
こ
と
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
お
話
し
た
よ
う
に
︑
﹃
源

氏
物
語
﹄
の
享
受
に
い
さ
さ
か
奇
妙
な
か
ら
く
り
が
あ
る
こ
と
も
事
実
な

の
で
す
︒

四

こ
れ
ま
で
平
安
の
研
究
者
と
近
世
の
研
究
者
が
議
論
す
る
と
い
う
こ
と

は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
︑
こ
れ
も
い
い
機
会
か
と
思
い
ま
す
︒
近
世
の

研
究
者
に
喧
嘩
を
売
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
︑
私
の
立
場
を
表
明
さ

せ
て
も
ら
う
と
︑
た
と
え
ば
江
戸
以
降
に
も
源
氏
の
資
料
︑
写
本
・
版
本

類
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
源
氏
に
関
し
て
は
︑
何
し
ろ
室
町
以

前
の
も
の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
で
︑
何
も
わ
ざ
わ
ざ
新
し
い
江
戸

の
写
本
で
研
究
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
源
氏
の
研
究
者
は
江

戸
を
ず
っ
と
無
視
し
て
き
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
契
沖
や
宣
長
な
ど
の
注
釈

は
参
照
し
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
で
も
江
戸
か
ら
平
安
を
見
る
危
険
性
は
承

知
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

膨
大
な
広
が
り
を
み
せ
る
享
受
史
に
関
し
て
も
︑
そ
れ
は
源
氏
の
研
究

者
が
や
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
︒
江
戸
の
享
受
史

が
︑
源
氏
研
究
の
主
流
と
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
た
め
に
源

氏
の
研
究
者
か
ら
︑
江
戸
時
代
は
長
く
放
置
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
源
氏
の

研
究
者
が
︑
こ
れ
ま
で
近
世
に
冷
た
か
っ
た
こ
と
を
私
か
ら
お
詫
び
し
ま

す
︒
た
だ
︑
こ
れ
か
ら
先
も
急
に
江
戸
が
見
直
さ
れ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
︒

例
え
ば
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
図
書
館
に
︑
絵
入
源
氏
の
版
本

が
六
十
冊
揃
い
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
朝
日
新
聞
で
報
道
さ
れ
ま

し
た
︒
そ
れ
に
関
し
て
国
文
学
者
の
小
西
甚
一
さ
ん
だ
っ
た
か
︑
日
本
に

は
揃
い
が
な
い
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
の
で
す
が
︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り

で
し
た
︒
日
本
に
揃
い
が
な
い
の
で
は
な
く
︑
誰
も
絵
入
版
本
に
関
心
を

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
五



示
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
︒
調
べ
て
み
る
と
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
︒
同
志
社
女
子
大
学
に
も
一
セ
ッ
ト
あ
り
ま
す

(
私
が

買
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
)
︒
そ
ん
な
具
合
で
︑
源
氏
の
研
究
者
は
近
世
を

見
る
必
要
が
な
か
っ
た
︑
あ
え
て
見
な
か
っ
た

(
ス
ル
ー
し
て
い
た
)
の

で
す
︒

も
う
一
つ
︑
大
衆
化
の
中
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
︑

却
っ
て
源
氏
離
れ
と
い
う
か
︑
源
氏
の
本
文
読
解
か
ら
遠
い
所
に
あ
る
︑

﹁
も
う
一
つ
の
源
氏
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
幅
を
利
か
せ
て
い
ま
す
︒

平
和
な
江
戸
時
代
に
な
っ
て
︑
文
学
や
文
化
が
爛
熟
し
︑
ま
た
版
本
な
ど

の
出
版
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
︑
比
較
的
容
易
に
古
典
文
学
に
接
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
急
速
に
大
衆
化
が
進
ん
で
い
ま

す
︒源

氏
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
謡
曲
や
歌
舞
伎
な
ど
が
そ
の
典
型
で
︑
そ
こ

で
身
に
付
け
た
源
氏
の
教
養
に
は
︑
実
際
の
源
氏
と
ず
れ
が
生
じ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
い
う
か
気
に
し
な
い
源
氏
文

化
が
あ
る
の
で
す
︒
多
く
の
江
戸
源
氏
は
︑
む
し
ろ
こ
ち
ら
側
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
近
世
に
お
け
る
パ
ロ
デ
イ
源
氏
と
も
い
え
る
現
象
で
す
︒

大
部
な
源
氏
の
研
究
で
は
︑
そ
の
両
方
を
同
時
に
研
究
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
︑
ど
う
し
て
も
享
受
史
の
方
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒

私
の
専
門
に
近
い
﹁
源
氏
か
る
た
﹂
な
ど
五
十
四
組
セ
ッ
ト
で
あ
り
︑

な
ん
と
百
人
一
首
よ
り
も
枚
数
が
少
な
い
の
で
す

(
半
分
)
︒
こ
れ
こ
そ

五
十
四
帖
を
か
る
た
に
し
た
も
の
な
の
で
︑
実
の
と
こ
ろ
﹁
源
氏
か
る

た
﹂
で
は
な
く
﹁
源
氏
巻
名
か
る
た
﹂
と
い
う
の
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
︒

こ
こ
に
も
幻
想
と
い
う
か
勘
違
い
が
生
じ
て
い
ま
す
︒
い
く
ら
﹁
源
氏
巻

名
か
る
た
﹂
で
遊
ん
で
も
︑
巻
名
く
ら
い
は
覚
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
︑
内
容
も
あ
ら
す
じ
も
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
︒
極
端
な
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

化
が
も
た
ら
し
た
の
は
︑
作
品
を
深
く
読
む
・
本
文
を
解
釈
す
る
こ
と
で

は
な
く
︑
作
品
に
触
れ
る
こ
と
︑
作
品
を
所
有
し
た
気
に
な
る

(
身
に
つ

け
る
)
こ
と
で
し
た
︒
そ
れ
で
庶
民
に
は
十
分
教
養
と
し
て
成
立
し
た
の

で
す
︒

そ
れ
で
も
巻
名
和
歌
に
は
︑
歌
一
首
と
そ
れ
に
関
わ
る
絵
が
付
い
て
い

た
の
で
︑
ま
だ
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
関
わ
り
は
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
ま

し
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
源
氏
香
之
図
と
な
る
と
︑
も
は
や
完
全
に
記
号

化
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
で
す
か
ら
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら

難
し
く
な
り
ま
す
︒
例
え
ば
最
初
の
帚
木
巻
は
タ
テ
棒
が
五
本
引
か
れ
て

い
る
だ
け
で
す
︒
こ
れ
は
五
つ
の
香
が
全
部
別
々
で
あ
り
︑
一
致
す
る
も

の
が
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
︑
そ
の
こ
と
と
帚
木
巻
と
の
関
わ
り
は
一
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切
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
︒
も
は
や
帚
木
巻
の
内
容
す
ら
不
要
な
の
で
す
︒

も
ち
ろ
ん
香
道
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
や
は
り
平
安
時
代
に
は
存
在
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
室
町
あ
た
り
か
ら
家
元
制
度
が
確
立
し
て
い
ま
す
︒

三
条
西
実
隆
を
祖
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
源
氏
香
之
図
も
実
隆
が
考
案
し
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
か
ら
香
道
と
は
別
に
︑
源
氏
香
之
図
の
模
様
が

意
匠
と
し
て
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
そ
れ
は
工
芸
品
・
陶
器
・
着
物
・

帯
に
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
︒

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
本
で
は
巻
名
和
歌
に
源
氏
香
之
図
を
取
り
入
れ
︑
さ
ら

に
巻
名
を
象
徴
す
る
絵
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
︑
手
軽
に
そ
し
て
身
近
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
一

般
庶
民
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
ん
で
な
く
て
も
︑
源
氏
香
之
図
だ
け
で
源

氏
文
化
に
触
れ
た
つ
も
り
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
︒

そ
れ
を
京
菓
子
も
ほ
っ
て
お
き
ま
せ
ん
︒
老
松
さ
ん
に
は
﹁
源
氏
香
﹂

と
い
う
有
名
な
干
菓
子
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
見
た
り
食
べ
た
り
す
る
と
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
た
気
が
し
ま
す
︒
私
が
い
い
た
い
の

は
︑
そ
れ
こ
そ
江
戸
の
源
氏
幻
想
で
あ
っ
て
︑
平
安
か
ら
鎌
倉
の
人
々
は

源
氏
香
の
図
案
を
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
も
し
見
せ
ら
れ

て
も
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
想
起
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
︒
源
氏

香
之
図
は
︑
紫
式
部
の
関
知
し
な
い
後
付
け
の
記
号
だ
っ
た
の
で
す
︒

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
に
例
を
あ
げ
て
説
明
し
ま
す
︒
源
氏
香
之
図

に
は
簡
単
な
絵
が
付
い
て
い
ま
す
が
︑
桐
壺
や
夕
顔
な
ど
の
植
物
な
ら
ま

だ
し
も
︑
空
蝉
や
若
紫
に
な
る
と
か
な
り
飛
躍
し
た
も
の
で
象
徴
さ
れ
て

い
ま
す
︒
空
蝉
の
場
合
︑
そ
の
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
︑
単
純
に
木
に
と

ま
っ
て
い
る
蝉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
︑
肝
心
の
空
蝉
巻
に
蝉
は
登
場
し

て
い
ま
せ
ん
︒
も
と
も
と
空
蝉
と
は
も
ぬ
け
の
殻
の
こ
と
で
あ
り
︑
空
蝉

が
衣
装
を
脱
ぎ
捨
て
て
逃
げ
た
と
い
う
話
で
す
︒
空
蝉
は
比
喩
的
に
歌
に

詠
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
︑
こ
こ
に
蝉
を
描
く
の
は
お
か
し
い
の
で

す
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
空
蝉
か
ら
木
に
と
ま
っ
て
い
る
蝉
が
選
び

取
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
も
平
安
の
人
に
は
理
解
で
き
な
い
︑
江
戸
の
源

氏
幻
想
だ
と
い
え
ま
す
︒

若
紫
巻
の
場
合
︑
普
通
な
ら
紫
草
で
象
徴
す
べ
き
で
す
が
︑
北
山
の
春

の
場
面
の
雀
の
子
に
妙
に
人
気
が
あ
っ
て
︑
遂
に
は
雀
が
若
紫
巻
の
象
徴

に
な
っ
て
い
ま
す
︒
巻
名
に
雀
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
し
︑
第
一
雀
は
話

題
の
中
に
﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
﹂
と
登
場
し
て
い
る
だ
け
で
︑

具
体
的
に
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
雀
を
飼
っ
て
い
た
部

屋
は
別
の
部
屋
だ
っ
た
の
で
︑
垣
間
見
て
い
る
源
氏
の
目
に
︑
雀
は
見
え

て
い
な
い
は
ず
で
す
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
源
氏
香
之
図
や
巻
名
和

歌
あ
る
い
は
﹁
源
氏
か
る
た
﹂
ま
で
︑
若
紫
巻
を
象
徴
・
代
表
す
る
も
の

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
七



と
し
て
雀
が
堂
々
と
描
か
れ
て
い
ま
す
︒

そ
う
な
る
と
逆
に
︑
逃
げ
た
雀
は
紫
の
上
の
分
身
・
象
徴
だ
と
い
う
︑

取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
解
釈
ま
で
出
て
き
ま
す
︒
雀
を
重
要
な
小
道
具
に

仕
立
て
た
い
わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
そ
れ
で
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
︑
紫
の
上

は
逃
げ
た
の
で
は
な
く
源
氏
に
拉
致
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
︑
籠
の
鳥
で
あ

る
こ
と
に
変
り
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
実
態
の
な
い
蝉
や
雀

が
︑
空
蝉
巻
や
若
紫
巻
を
代
表
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒

こ
れ
が
江
戸
の
源
氏
文
化
の
特
徴
で
す
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
源
氏
菓
子
も
︑

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
化
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
︒

五

江
戸
の
源
氏
文
化
は
︑
い
わ
ゆ
る
源
氏
絵
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
ま
す
︒
ご
存
じ
の
よ
う
に
平
安
時
代
に
は
国
宝
の
源
氏
物
語
絵
巻
が

描
か
れ
て
お
り
︑
源
氏
と
絵
は
不
即
不
離
の
関
係
で
し
た
︒
江
戸
時
代
に

至
っ
て
も
︑
土
佐
派
や
狩
野
派
の
絵
師
が
源
氏
絵
を
大
量
に
制
作
し
て
い

ま
す
︒
面
白
い
の
は
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
本
文
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
す
︒

も
と
も
と
絵
本
と
い
う
の
は
本
文
の
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
付
け
ら

れ
た
も
の
の
は
ず
で
す
が
︑
源
氏
絵
に
な
る
と
︑
絵
が
主
体
と
な
り
ま
す
︒

当
初
は
五
十
四
帖
の
有
名
な
個
所
が
絵
に
さ
れ
︑
そ
れ
を
集
成
し
た
源
氏

画
帖
が
主
流
で
し
た
︒
そ
こ
に
は
本
文
が
附
随
し
て
お
ら
ず
︑
絵
を
見
る

こ
と
が
主
体
で
︑
も
は
や
本
文
を
読
む
こ
と
は
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
の

で
す
︒

し
か
も
以
前
は
︑
絵
は
本
文
の
読
み
を
助
け
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
︑
最
近
は
逆
に
本
文
に
は
な
い
絵
師
の
創
作
・
解
釈
も
多
分

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
︒
こ
う
な
る
と
絵
を
参
考

に
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
語
る
と
︑
ど
ん
ど
ん
物
語
か
ら
遠
ざ
か
り
か
ね

な
い
︑
誤
読
を
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

一
例
を
あ
げ
る
と
︑
江
戸
の
源
氏
絵
に
は
室
内
に
緑
の
畳
が
敷
き
詰
め

ら
れ
て
い
ま
す
︒
平
安
時
代
に
部
分
的
に
畳
が
使
用
さ
れ
て
は
い
ま
し
た

が
︑
室
内
に
敷
き
詰
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
江
戸
の
生

活
が
源
氏
絵
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
︒
で
す
か
ら
間
違
い
な

の
で
す
︒

そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
︑
絵
に
本
文
に
な
い
こ
と
ま
で
書
き
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
︒
先
ほ
ど
の
若
紫
巻
は
︑
有
名
な
北
山
の
垣
間

見
場
面
と
し
て
絵
画
化
さ
れ
て
い
ま
す
︒
小
柴
垣
の
と
こ
ろ
か
ら
垣
間
見

る
源
氏
の
視
線
の
先
に
︑
祖
母
尼
君
を
は
じ
め
と
し
て
女
性
達
が
描
か
れ

て
い
ま
す
︒
場
面
は
ち
ょ
う
ど
泣
き
顔
の
紫
の
上
が
別
の
部
屋
か
ら
尼
君
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の
い
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
て
︑
﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
﹂
と

訴
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

当
然
そ
こ
に
犬
君
は
い
な
い
は
ず
で
す
が
︑
ち
ゃ
ん
と
犬
君
が
書
き
込

ま
れ
て
い
る
絵
も
あ
り
ま
す
︒
ま
た
雀
は
伏
籠
か
ら
逃
げ
た
設
定
な
っ
て

い
ま
す
が
︑
そ
の
伏
籠
は
別
の
部
屋
に
あ
る
は
ず
な
の
に
︑
倒
れ
た
伏
籠

が
画
中
に
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
本
来
犬
君
や
伏
籠
は
源
氏
の
目
に
見
え
な

い
は
ず
な
の
に
︑
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
な
の
か
︑
尼
君
の
前
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
︒

極
め
つ
け
は
雀
で
す
︒
逃
げ
た
雀
で
す
か
ら
源
氏
の
目
に
見
え
る
は
ず

は
な
い
の
で
す
が
︑
江
戸
の
源
氏
絵
や
版
本
の
挿
絵
に
は
︑
飛
ん
で
い
る

雀
が
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
少
納
言
の
乳
母
と
思
わ
れ
る
女
性

が
外
に
向
か
っ
て
指
さ
し
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
指
の
先
に
飛
ん
で
い
る
雀

が
い
る
の
で
す
︒
し
か
も
そ
れ
が
決
し
て
小
さ
く
な
い
︑
む
し
ろ
大
き
な

雀
な
の
で
す

(
公
募
展
に
入
賞
し
た
雀
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
)
︒
そ
う

な
る
と
︑
本
文
に
あ
る
﹁
雀
の
子
﹂
の
意
味
ま
で
お
か
し
く
な
り
ま
す
︒

第
一
こ
れ
は
飛
べ
な
い
雛
で
は
な
く
︑
立
派
に
飛
べ
る
雀
だ
っ
た
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
︒

千
年
紀
の
折
に
源
氏
絵
の
展
示
が
あ
っ
た
の
で
す
が
︑
私
は
若
紫
巻
の

絵
が
あ
る
と
︑
雀
が
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
︒

そ
の
結
果
︑
九
割
方
雀
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
次
第
で
す
︒

伏
籠
や
雀
は
︑
源
氏
に
見
え
る
も
の
見
せ
る
も
の
で
は
な
く
︑
絵
を
見
て

い
る
読
者
に
見
せ
る
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
︑
こ
れ
で
は

絵
へ
の
信
頼
性
が
薄
く
な
り
ま
す
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
絵
に
書
か
れ
る
こ

と
で
︑
若
紫
巻
の
雀
は
象
徴
性
を
担
わ
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
︒

江
戸
後
期
に
な
る
と
さ
ら
に
大
問
題
が
生
じ
ま
す
︒
柳
亭
種
彦
の
﹁
偽

紫
田
舎
源
氏
﹂
が
出
現
し
た
か
ら
で
す
︒
貴
族
の
世
界
を
足
利
将
軍
に
す

り
か
え
︑
そ
し
て
さ
ら
に
は
室
町
幕
府
か
ら
徳
川
家
に
置
き
換
え
ら
れ
︑

お
家
騒
動
や
大
奥
の
こ
と
が
面
白
お
か
し
く
描
か
れ
る
こ
と
で
︑
大
流
行

し
て
い
ま
す
︒
大
衆
は
む
し
ろ
源
氏
よ
り
も
江
戸
城
の
大
奥
の
生
活
に
興

味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
さ
ら
に
豊
国
に
よ
る
浮
世
絵
が
爆
発
的
に

ヒ
ッ
ト
し
て
︑
何
千
種
類
刊
行
さ
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
︒
こ
れ

こ
そ
も
う
一
つ
の
庶
民
好
み
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
す
ね
︒

そ
れ
が
浮
世
絵
に
描
か
れ
て
ヒ
ッ
ト
す
る
と
︑
そ
の
浮
世
絵
は
そ
の
ま

ま
﹁
源
氏
絵
﹂
と
い
う
名
を
踏
襲
し
ま
す
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
描
か
れ
て

い
な
く
て
も
︑
偽
紫
で
も
徳
川
源
氏
で
も
﹁
源
氏
絵
﹂
と
し
て
流
通
す
る

わ
け
で
す
︒
そ
う
な
る
と
こ
れ
は
勘
違
い
源
氏
と
い
う
か
︑
本
来
の
源
氏

か
ら
離
れ
た
﹁
も
う
一
つ
の
源
氏
﹂
の
パ
ロ
デ
イ
が
︑
む
し
ろ
量
的
に
本

当
の
源
氏
を
圧
倒
・
凌
駕
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
こ
そ
典
型
的
な

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

二
九



近
世
源
氏
の
享
受
の
あ
り
よ
う
と
い
え
ま
す
︒

ま
と
め

弘
道
館
が
源
氏
の
デ
ザ
イ
ン
を
募
集
し
た
の
は
︑
大
変
意
義
の
あ
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
し
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
和
歌
百
首
の
百
人
一
首

と
違
っ
て
大
部
な
の
で
︑
手
軽
に
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒

原
則
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
も
大
勢
挑
戦
す
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
弘
道
館
で
は
︑
定
期
的
に
﹃
源
氏
物

語
﹄
の
講
座
を
開
い
て
啓
蒙
活
動
も
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
ね
︒

そ
れ
は
大
事
な
活
動
で
す
か
ら
︑
是
非
長
く
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
︒

そ
う
い
う
場
合
︑
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
和
菓
子
と
元
に
な
っ
て
い
る

﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
間
に
距
離
と
い
う
か
溝
も
生
じ
て
き
ま
す
︒
そ
れ
が

ダ
メ
だ
と
い
い
た
い
の
で
は
な
く
︑
そ
う
い
っ
た
源
氏
文
化
の
二
重
構
造

を
知
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
︒
私
は
そ
れ
を
﹁
も
う
一
つ
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹂

と
称
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
あ
く
ま
で
源
氏
の
本
文
に
即
さ
な
い
で
︑
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
あ
る
い
は
マ
ン
ガ
︑
あ
る
い
は
絵
の
知
識
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ

の
﹃
源
氏
物
語
﹄
を
︑
本
文
に
即
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
分
け
て
考
え
る

べ
き
だ
と
思
う
か
ら
で
す
︒
こ
の
溝
が
埋
ら
な
い
ま
ま
︑
江
戸
以
降
現
代

ま
で
源
氏
文
化
が
続
い
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
こ
そ
が
タ
イ
ト
ル
に
﹁
平

安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹂
と
付
け
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
真
意
で
す
︒
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
︒
ご
清
聴
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
︒

・
本
稿
は
︑
弘
道
館
に
て
開
催
さ
れ
た
﹁
京
菓
子
﹁
源
氏
物
語
﹂
デ
ザ
イ

ン
公
募
展
二
〇
一
八
﹂
に
合
わ
せ
て
平
成
三
十
年
十
月
二
十
七
日
に
御

苑
内
に
あ
る
閑
院
宮
で
行
わ
れ
た
近
世
京
都
学
会
主
催
の
公
開
講
座
に

お
け
る
講
演
会
の
原
稿
で
あ
る
︒
な
お
関
連
す
る
も
の
と
し
て
︑
吉
海

﹁
紫
式
部
と
源
氏
文
化

︱
︱

若
紫
巻
の
﹁
雀
﹂
を
読
む

︱
︱
﹂
﹃
︿
紫

式
部
﹀
と
王
朝
文
藝
の
表
現
史
﹄
(
森
話
社
)
平
成
24
年
2
月
が
あ
る
︒

(
講
演
録
)
平
安
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
江
戸
の
﹃
源
氏
物
語
﹄

三
〇


	平安

