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『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
一
見
さ
り
げ
な
い
本

文
の
よ
う
あ
り
な
が
ら
、
実
は
巧
み
に
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
の
持
ち
味
を
掬
い

上
げ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
驚
か
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
不

義
の
子
を
出
産
し
た
藤
壺
が
厳
し
い
局
面
に
対
峙
し
つ
つ
か
え
っ
て
強
く
自
ら

の
人
生
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
場
面
の
物
語
本
文
は
、
こ
の
斬
新
な
藤
壺
造
型

を
描
く
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
よ
っ
て
い
る
。

二
月
二
十
余
日
の
ほ
ど
に
、
男
皇
子
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
な
ご
り
な

く
内
裏
に
も
宮
人
も
喜
び
き
こ
え
た
ま
ふ
。
命
長
く
も
と
思
ほ
す
は
心
憂

け
れ
ど
、
弘
徽
殿
な
ど
の
う
け
は
し
げ
に
の
た
ま
ふ
と
聞
き
し
を
、
空
し

く
聞
き
な
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
人
笑
は
れ
に
や
、
と
思
し
つ
よ
り
て
な
む
、

や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ
は
や
い
た
ま
ひ
け
る
。

�

紅
葉
賀
巻　

三
二
五
頁（
１
）

周
囲
の
喜
び
に
藤
壺
は
ま
す
ま
す
苦
悩
を
深
め
る
が
、
弘
徽
殿
女
御
の
の
ろ

わ
し
げ
な
こ
と
ば
を
仄
聞
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
「
人
笑
は
れ
」
に
な
ど
な

る
ま
い
と
か
え
っ
て
心
を
強
く
持
ち
、
次
第
に
気
分
も
快
復
し
て
い
く
。
風
評

な
ど
に
も
屈
せ
ぬ
藤
壺
の
こ
の
描
写
は
、
物
語
の
女
性
た
ち
に
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
「
人
笑
は
れ
」
へ
の
着
目
か
ら
、
藤
壺
造
型
の
転
換
点
と

も
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（

２
）。
先
覚
に
導
か
れ
て
、「
人
笑
は
れ
」

を
受
け
る
本
文
の
こ
と
ば
を
あ
ら
た
め
て
調
べ
て
み
る
と
、「
思
し
つ
よ
る
」

も
「
さ
は
や
ぐ
」
も
『
源
氏
物
語
』
以
前
か
ら
常
用
さ
れ
て
き
た
語
で
は
な
く
、

こ
こ
に
は
斬
新
な
印
象
の
散
文
の
こ
と
ば
が
選
び
と
ら
れ
て
い
る（
３
）。

華
麗
な
青
海
波
の
舞
で
始
ま
る
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
は
、
そ
の
華
や
か

さ
ゆ
え
に
禁
忌
の
恋
に
よ
る
光
源
氏
と
藤
壺
女
御
の
苦
衷
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

皇
子
誕
生
と
い
う
不
穏
な
状
況
を
強
く
生
き
抜
く
藤
壺
を
、
相
応
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
的
確
に
描
出
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
続
く
物
語
場
面
を
顧
み
る
と
、
四
月
の
皇
子
参
内
場
面

で
詠
ま
れ
る
藤
壺
の
和
歌
に
も
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
こ

と
ば
の
選
ば
れ
方
が
う
か
が
え
る
。

皇
子
誕
生
を
喜
ぶ
桐
壺
帝
に
ま
み
え
、
動
揺
す
る
光
源
氏
と
恐
懼
す
る
藤
壺

の
詠
み
交
わ
す
和
歌
で
あ
る
。

よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花

研 究 余 滴

『
源
氏
物
語
』
を
紡
ぐ
こ
と
ば 

─
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
描
写
か
ら
─

植
田
恭
代
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花
に
咲
か
な
ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
も
、
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば
」

と
あ
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
隙
に
や
あ
り
け
む
、
ご
覧
ぜ
さ
せ
て
、「
た
だ
塵

ば
か
り
、
こ
の
花
び
ら
に
」
と
聞
こ
ゆ
る
を
、
わ
が
御
心
に
も
、
も
の
い

と
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
る
ほ
ど
に
て
、

袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で

し
こ

と
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、
喜
び
な
が
ら
奉
れ

る
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
し
る
し
あ
ら
じ
か
し
と
く
づ
ほ
れ
て
な
が
め
臥

し
た
ま
へ
る
に
、
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙
落
ち
ぬ
。

�

紅
葉
賀
巻
三
三
○
～
三
三
一
頁

前
栽
の
常
夏
の
花
に
寄
せ
て
光
源
氏
の
贈
歌
に
「
な
で
し
こ
」
が
詠
み
込
ま

れ
、
そ
れ
を
受
け
て
藤
壺
の
「
袖
ぬ
る
る
」
の
返
歌
が
あ
る
。

こ
の
藤
壺
の
和
歌
は
、『
源
氏
物
語
』
の
研
究
史
に
お
い
て
繰
り
返
し
言
及

さ
れ
て
き
た
一
首
で
あ
る
。
四
句
の
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ0

」
が
、「
疎
ま
れ
て

し
ま
う
」
と
い
う
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
に
よ
る
表
現
な
の
か
、
打

ち
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
に
よ
っ
て
「
疎
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

い
う
意
味
を
表
す
の
か
。
こ
の
「
ぬ
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
旧
注
以
来
、
解

釈
が
分
か
れ
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
九
条
稙
通
『
孟
津
抄
』
は
完
了
説
を
示
し
、

本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
や
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
は
打
ち

消
し
説
を
と
る
。
近
年
の
注
釈
書
で
は
完
了
説
を
採
用
す
る
傾
向
に
あ
る
が（
４
）、

現
在
も
両
説
を
め
ぐ
っ
て
論
議
は
重
ね
ら
れ
、
両
説
の
意
味
が
か
か
る
と
す
る

解
釈
も
出
さ
れ
て
い
る（
５
）。

論
議
を
呼
び
続
け
る
問
題
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
の
機
会
を
期
し
た
く
ひ
と

ま
ず
お
い
て
、
こ
こ
で
は
藤
壺
の
心
情
が
託
さ
れ
る
一
首
を
、
和
歌
の
こ
と
ば

と
し
て
の
あ
り
方
か
ら
い
ま
一
度
な
が
め
て
み
た
い
。

こ
の
藤
壺
の
一
首
を
構
成
す
る
語
句
は
、
歌
語
の
伝
統
の
う
え
に
あ
る
こ
と

ば
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
た
ど
り
み
る
と
、
必
ず
し
も
等
し
並
み
に
み

な
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

初
句
の
「
袖
ぬ
る
る
」
か
ら
み
て
み
た
い
。
涙
で
袖
を
濡
ら
す
と
い
う
の
は

古
典
文
学
に
よ
く
あ
る
表
わ
し
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
袖
ぬ
る
る
」
に
限
っ

て
み
る
と
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
定
着
し
て
い
た
歌
語
で
は
な
い
。

勅
撰
集
の
用
例
は
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
ま
で
く
だ
り
、
平
安
私
家
集
の
用
例
が

わ
ず
か
に
確
認
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る（
６
）。

袖
ぬ
る
る
ゆ
き
ま
を
わ
け
て
し
の
ぶ
草
か
た
み
の
こ
も
に
も
つ
み
入
れ
つ

る
か
な

�

『
中
務
集
』
二
八
七

袖
濡
る
る
荒
磯
浪
と
知
り
な
が
ら
と
も
に
か
づ
き
を
せ
し
ぞ
こ
ひ
し
き

�

『
更
級
日
記（
７
）』

『
中
務
集
』
は
「
た
め
も
と
し
ぼ
ち
の
も
と
へ
、
十
二
首
」
と
あ
る
六
首
目
。

『
更
級
日
記
』
の
用
例
は
気
の
合
う
友
に
送
っ
た
作
者
の
和
歌
。
お
そ
ら
く
『
源

氏
物
語
』
の
藤
壺
詠
ゆ
え
に
、
後
の
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
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二
句
の
「
露
の
ゆ
か
り
」
も
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
前
か
ら
の
定
番
の
歌

語
と
は
言
い
が
た
い
。「
ゆ
か
り
」
じ
た
い
は
『
万
葉
集
』
か
ら
詠
ま
れ
、
い

と
お
し
い
人
へ
の
情
と
と
も
に
あ
る
「
ゆ
か
り
」
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』（
第

二　

一
一
五
七
）
や
『
貫
之
集
』（
三
一
三
）、『
安
法
法
師
集
』（
六
九
）
な
ど

に
あ
り（
８
）、『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
登
場
に
続
く
場
面
で
も
「
ね
は
見
ね
ど
あ
は

れ
と
ぞ
思
ふ
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を
」（
若
紫
巻　

二
五
八

～
二
五
九
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、「
露
の
ゆ
か
り
」
も
、
侍
女
の
右
近
が
玉
鬘

の
こ
と
を
語
る
く
だ
り
で
「
夕
顔
の
露
の
御
ゆ
か
り
」（
玉
鬘
巻　

一
二
〇
頁
）

と
あ
る
。

し
か
し
、
歌
語
と
し
て
み
る
と
「
露
の
ゆ
か
り
」
は
『
源
氏
物
語
』
の
時
代

に
好
ま
れ
て
詠
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
勅
撰
集
の
初
出
は
『
千
載
和
歌

集
』
ま
で
く
だ
る
。

寄
源
氏
物
語
恋
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る

み
せ
ば
や
な
つ
ゆ
の
ゆ
か
り
の
玉
か
づ
ら
心
に
か
け
て
し
の
ぶ
け
し
き
を

�

『
千
載
和
歌
集
』
恋
四　

八
七
一

こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
を
念
頭
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
私
家

集
で
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
院
政
期
以
降
で
あ
る
。

三
句
の
「
と
思
ふ
に
も
」
は
お
よ
そ
歌
語
ら
し
い
語
で
は
な
く
、
私
家
集
で

は
詞
書
や
歌
の
前
後
に
散
見
し
、『
伊
勢
集
』
一
例（
９
）、『

馬
内
侍
集
』
一
例
、『
和

泉
式
部
続
集
』
四
例
、『
大
齋
院
前
御
集
』
一
例
、『
赤
染
衛
門
集
』
一
例
な
ど

が
確
認
で
き
る
。
和
歌
本
文
で
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
早
い
。

よ
の
な
か
う
ら
み
け
る
こ
ろ
、
ゑ
京
か
り
い
ひ
や
る

よ
の
な
か
を
い
ま
は
か
き
り
と
お
も
ふ
に
も
き
み
こ
ひ
し
く
や
な
ら
む
と

す
ら
む

�

『
兼
盛
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
）
二
三

女
院
の
御
め
の
と
ご
の
小
輔
の
内
侍
に
も
の
い
ふ
ひ
と
に
、
ひ
ご
の

か
み
ま
さ
た
か
物
い
ふ
と
き
き
て
、
さ
ぞ
あ
る
と
い
へ
ば
、
女
は
い

み
じ
う
あ
ら
が
ひ
し
を
、
さ
ら
れ
て
ま
か
で
た
る
に
、
せ
り
の
な
が

き
を
や
る

水
ふ
か
み
な
か
く
せ
り
と
お
も
ふ
に
も
ま
づ
あ
ら
は
る
る
ね
に
こ
そ
あ
り

け
れ

�

『
実
方
集
』（
書
陵
部
本
五
〇
一
・
一
八
三
）
二
○
九

な
に
は
に
は
ら
へ
し
に
あ
る
女
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
も
と
し
た
し

く
侍
り
け
る
を
と
こ
の
あ
し
を
か
り
て
あ
や
し
き
さ
ま
に
な
り
て
み

ち
に
あ
ひ
て
侍
り
け
る
に
、
さ
り
げ
な
く
て
と
し
ご
ろ
は
え
あ
は
ざ

り
つ
る
事
な
ど
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
を
と
こ
の
よ
み
侍
り

け
る

君
な
く
て
あ
し
か
り
け
り
と
思
ふ
に
も
い
と
ど
な
に
は
の
浦
ぞ
す
み
う
き

�

『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
下　

五
四
○

�

『
大
和
物
語
』
一
四
八
段

「
と
思
ふ
に
も
」
と
い
う
言
い
方
じ
た
い
散
文
的
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
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像
に
難
く
な
い
。『
兼
盛
集
』
は
諸
本
に
異
同
が
あ
る
部
分
で
、『
拾
遺
和
歌
集
』

の
和
歌
は
、『
大
和
物
語
』
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
知
ら
れ
た
和
歌
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
ひ
と
つ
の
自
立
し
た
歌
語
と
は
言
い
が
た
い
。

そ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
せ
る
の
は
、
興
味
深
い
。

ひ
さ
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
人
を
お
も
ひ
い
で
た
る
を
り

わ
す
る
る
は
う
き
世
の
つ
ね
と
お
も
ふ
に
も
身
を
や
る
か
た
の
な
き
ぞ
わ

び
ぬ
る

�

『
紫
式
部
集
』
七
八

し
り
た
る
男
の
、
女
の
仮け
さ
う借
す
る
に
、
え
あ
ふ
ま
じ
き
気
色
を
み
て
、

い
み
じ
う
な
げ
き
て
、
思
ひ
や
み
な
む
と
お
も
ふ
に
、
や
ま
ね
ば
わ

ぶ
る
に

か
く
な
が
ら
や
む
べ
き
な
か
と
お
も
ふ
に
も
あ
や
な
く
我
ぞ
心
ぐ
る
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、�

『
和
泉
式
部
続
集
』
五
五
五

『
源
氏
物
語
』
周
辺
の
女
性
歌
集
で
「
と
思
ふ
に
も
」
を
和
歌
に
詠
み
こ
む

平
安
時
代
中
期
の
女
性
た
ち
が
お
り
、
紫
式
部
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
た
ど
り
み
る
と
、
藤
壺
の
和
歌
は
、
上
の
句
が
い
ず
れ
も
『
源
氏

物
語
』
の
時
代
に
歌
語
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
語
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

定
番
の
歌
語
で
は
な
い
こ
と
ば
を
繋
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
上
の
句
が「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
を
導
く
。
前
述
の
と
お
り
、「
な

ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
詠
ま
れ
、『
伊
勢
物
語
』
で
も
広
く

知
ら
れ
る
和
歌
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

（
題
し
ら
ず
）�

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

ほ
と
と
ぎ
す
な
が
な
く
さ
と
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
猶
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の

か
ら

�

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌　

一
四
七

�

『
伊
勢
物
語
』
四
十
三
段

�

『
業
平
集
』
一
九

�

『
猿
丸
集
』
三
五

題
し
ら
ず�

よ
み
人
し
ら
ず

お
も
へ
ど
も
猶
う
と
ま
れ
ぬ
春
霞
か
か
ら
ぬ
山
も
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ば

�

『
古
今
和
歌
集
』
雑
体　

一
○
三
二

両
歌
と
も
に
「
題
し
ら
ず
」「
よ
み
人
し
ら
ず
」
で
、『
古
今
和
歌
集
』
一
四
七

番
歌
は
「
汝
が
鳴
く
里
」
す
な
わ
ち
あ
な
た
が
懸
想
す
る
先
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
と
言
い
、
相
手
の
多
情
を
怨
む
歌
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
ほ
と
と
ぎ
す
の

絵
に
添
え
て
複
数
の
男
が
懸
想
す
る
女
性
に
贈
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
一
○

三
二
番
歌
は
「
霞
」
が
恋
慕
を
意
味
し
、
浮
気
な
恋
心
を
い
や
だ
と
詠
む
。
い

ず
れ
も
、
完
了
の
意
味
に
な
る
。
私
家
集
で
も
知
ら
れ
た
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」

は
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
藤
壺
の
和
歌
は
、
四
句
に

至
り
、
が
ら
り
と
こ
と
ば
の
印
象
が
変
わ
る
。
こ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
の
時

代
に
教
養
で
さ
え
あ
っ
た
和
歌
表
現
を
用
い
る
。
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一
首
を
結
ぶ
五
句
「
な
で
し
こ
」
は
、『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
詠
ま
れ
て

き
た
歌
語
で
あ
る
が
、「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
に
限
定
し
て
み
る
と
、『
寛
平
御

時
后
宮
歌
合
』
で
詠
ま
れ
た
素
性
の
和
歌
が
早
く
、
こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』

に
も
入
集
す
る
。

（
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
）�

素
性
法
師

我
の
み
や
あ
は
れ
と
お
も
は
む
き
り
ぎ
り
す
な
く
ゆ
ふ
か
げ
の
や
ま
と
な

で
し
こ

�

『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上　

二
四
四

�
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
八
○　

左　

素
性

�

『
素
性
集
』
五

�

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六　

三
六
二
四　

そ
せ
い

有
名
な
歌
合
の
和
歌
と
し
て
知
ら
れ
『
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
た
一
首
は
、

や
は
り
広
く
享
受
さ
れ
、
宮
廷
社
会
の
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
は
、
歌
語
と
し
て
の
定
着
度
が
高
い
。
も
っ
と
も
、
こ

れ
は
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
秋
の
景
物
と
し
て
の
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
の
花
で
、

人
に
対
す
る
い
と
お
し
い
情
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
『
万
葉
集
』
の

大
伴
家
持
の
和
歌
な
ど
に
恋
愛
対
象
に
な
ず
ら
え
る
和
歌
が
あ
り
、『
古
今
和

歌
集
』
恋
の
部
に
は
、
い
と
お
し
い
女
性
に
な
ず
ら
え
る
も
う
一
例
も
あ
る
。

あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
さ
け
る
山
と
な
で
し
こ

�

『
古
今
和
歌
集
』
恋
四　

六
九
五　
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

こ
れ
は
、「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
に
い
と
お
し
い
女
性
を
な
ぞ
ら
え
る
よ
み

人
し
ら
ず
歌
で
あ
り
、
恋
愛
対
象
へ
の
愛
情
を
表
す
の
は
歌
語
「
や
ま
と
な
で

し
こ
」
の
担
う
ひ
と
つ
の
傾
向
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
安
時
代
に
は
撫
で
し
子
＝
い
と
お
し
い
子
の
意
味
で
詠
ま
れ
る

よ
う
に
も
な
る
。「
な
で
し
こ
の
花
」
で
子
の
意
味
を
表
す
例
が
『
後
拾
遺
和

歌
集
』（
哀
傷
・
五
六
九　

上
東
門
院
）、『
新
古
今
和
歌
集
』（
雑
上
・
一
四
九
四　

恵
子
女
王
）、
ま
た
「
な
で
し
こ
」
と
し
て
も
『
和
泉
式
部
続
集
』（
三
七
二
）

な
ど
に
あ
り）

（（
（

、
少
し
時
期
が
遅
れ
て
「
撫
子
」
の
表
記
に
導
か
れ
た
「
子
」
の

意
味
が
生
じ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
「
や
ま
と
な
で
し
こ
」「
な
で
し
こ
」
で
明
ら
か
に
「
子
」

を
表
す
用
例
が
葵
巻
や
帚
木
巻
・
常
夏
巻
に
あ
り
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
皇
子

を
め
ぐ
る
紅
葉
賀
巻
の
こ
の
場
面
で
い
と
お
し
い
子
の
意
味
が
あ
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
に
「
子
」
の
意
味
合
い
を
響
か
せ
る
の
は
、

よ
り
同
時
代
的
な
印
象
も
与
え
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
下
の
句
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」「
や
ま
と
な
で
し
こ
」
は
、

い
ず
れ
も
和
歌
の
伝
統
の
う
え
に
あ
り
人
口
に
膾
炙
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
の
浸
透
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
で
あ

れ
ば
、
お
の
ず
と
疎
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
完
了
の
意
味
合
い
が
せ
り
出
し
、

よ
り
時
代
的
に
近
づ
く
印
象
を
も
付
与
し
な
が
ら
愛
す
る
対
象
に
繋
が
る
。
四

句
と
五
句
の
相
反
す
る
よ
う
な
内
容
が
、
歌
語
の
伝
統
を
介
し
て
結
び
合
い
、

そ
こ
に
藤
壺
独
自
の
苦
衷
が
浮
か
び
上
が
る
。

そ
れ
は
、
青
海
波
を
舞
う
光
源
氏
の
麗
姿
に
「
お
ほ
け
な
き
心
の
な
か
ら
ま

し
か
ば
」
と
反
実
仮
想
の
表
現
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
藤
壺
の
心
情
に
も
通
じ
て
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い
よ
う
。

で
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
と
顧
み
る
と
き
、
上
の
句
の
「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ

か
り
と
思
ふ
に
も
」
に
立
ち
戻
る
。
こ
れ
も
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が）

（（
（

、
光
源
氏
の
和
歌
か
ら
率
直
に
た
ど
れ
ば
、
常
夏
の
花
を
み
て
の
「
露
け

さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
」
を
受
け
て
、
あ
な
た
の
袖
を
ぬ
ら
す
露
＝
涙
の
ゆ

か
り
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
の
意
と
な
ろ
う
。
光
源
氏
の
ゆ
か
り
と
思
う
ゆ
え

に
と
い
う
理
由
は
熟
し
た
歌
語
と
一
線
を
画
す
語
を
紡
い
で
示
さ
れ
、
宿
世
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
藤
壺
の
苦
衷
は
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
語
の
取
り
合
わ
せ

に
託
さ
れ
る
。

光
源
氏
の
詠
み
返
す
紅
葉
賀
巻
の
重
要
な
一
首
は
、
巧
み
に
選
び
と
ら
れ
た

こ
と
ば
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
語
一
語
の
印
象
を
掬
い
上
げ
て
本
文

を
紡
ぐ
そ
の
巧
み
さ
こ
そ
、
早
く
か
ら
『
源
氏
物
語
』
が
人
々
の
心
を
魅
了
し

て
き
た
所
以
に
他
な
る
ま
い
。
光
彩
を
放
つ
物
語
本
文
の
こ
と
ば
を
、
さ
ら
に

考
え
続
け
て
い
き
た
い
。

注（
１
）　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
２
）　
「
人
笑
は
れ
」「
人
笑
へ
」
に
つ
い
て
は
、
大
森
純
子
「
源
氏
物
語
「
人
笑
へ
」
考
」『
名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』（
平
成
三
年
十
二
月
）、
原
岡
文
子
「
浮
舟
物
語
と
人
笑
へ
」『
国

文
学
』（
平
成
五
年
十
月
、
の
ち
に
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
』
二
○
○
二
年
）、
山
本

利
達
「「
人
笑
へ
」
と
「
人
笑
は
れ
」」『
む
ら
さ
き
』（
平
成
七
年
十
二
月
）、
鈴
木
日
出
男

「「
人
」「
世
」「
人
笑
へ
」」『
源
氏
物
語
の
文
章
表
現
』（
至
文
堂　

平
成
九
年
）
な
ど
。

（
３
）　

拙
稿
「
藤
壺
の
心
と
こ
と
ば
─
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
出
産
場
面
か
ら
─
」『
源

氏
物
語　

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』（
翰
林
書
房　

二
○
一
四
年
四
月
）。

（
４
）　

近
年
の
注
釈
書
で
は
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
）
が
打
ち
消
し
説
を

と
る
。

（
５
）　

当
該
場
面
の
藤
壺
の
和
歌
を
め
ぐ
る
論
考
は
多
い
が
、
い
く
つ
か
を
あ
げ
れ
ば
打
ち
消

し
説
を
と
る
も
の
に
吉
見
健
夫
「
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
─
贈
答
歌
の
解
釈
か
ら
─
」『
中
古
文

学
論
攷
』（
平
成
八
年
十
二
月
）、
山
崎
和
子
「〈
露
〉
の
縁え
に
しの
〈
な
で
し
こ
〉
の
花
─
源
氏

と
藤
壺
の
贈
答
歌
解
釈
─
」『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』（
二
○
○
八
年
三
月
）、
完
了
説
を

と
る
も
の
に
は
鈴
木
宏
子
「
藤
壺
宮
の
流
儀
─
「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
」

─
『
王
朝
和
歌
の
想
像
力
─
古
今
集
と
源
氏
物
語
』（
笠
間
書
院　

二
○
一
二
年
）、
工
藤

重
矩
「
紅
葉
賀
巻
「
袖
ぬ
る
る
」
の
和
歌
解
釈
─
文
法
と
和
歌
構
文
─
」『
源
氏
物
語
の
婚

姻
と
和
歌
解
釈
』（
風
間
書
房　

二
○
○
九
年
）、
両
説
を
か
け
る
も
の
に
徳
岡
涼
「
紅
葉

賀
巻
の
藤
壺
詠
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
学
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）　
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
和
歌
の
引
用
は
原
則
と
し
て
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
に

よ
り
、
必
要
に
応
じ
新
編
私
家
集
大
成
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
よ
っ
た
部
分
が
あ
る
。

（
７
）　
『
更
級
日
記
』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
８
）　

注
（
５
）
掲
載
山
崎
和
子
氏
文
献
。

（
９
）　

私
家
集
大
成
『
伊
勢
集
Ⅱ
』（
島
田
良
二
蔵
）
に
よ
る
。

（
10
）　
「
子
」
の
意
味
を
表
す
「
な
で
し
こ
」
が
詠
ま
れ
る
次
の
よ
う
な
和
歌
が
あ
る
。

一
条
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
な
で
し
こ
の
は
な
の
は
べ
り
け
る
を
後
一
条

院
を
さ
な
く
お
は
し
ま
し
て
な
に
ご
こ
ろ
も
し
ら
で
と
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
お

ぼ
し
い
づ
る
こ
と
や
あ
り
け
ん�

上
東
門
院

み
る
ま
ま
に
つ
ゆ
ぞ
こ
ぼ
る
る
お
く
れ
に
し
こ
こ
ろ
も
し
ら
ぬ
な
で
し
こ
の
花

�

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
哀
傷
・
五
六
九

贈
皇
太
后
宮
に
そ
ひ
て
、
春
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
時
、
少
将
義
孝
ひ
さ
し
く
ま

ゐ
ら
ざ
り
け
る
に
、
な
で
し
こ
の
花
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る�

恵
子
女
王
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よ
そ
へ
つ
つ
見
れ
ど
つ
ゆ
だ
に
な
ぐ
さ
ま
ず
い
か
に
か
す
べ
き
な
で
し
こ
の
花

�

『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
上　

一
四
九
四

�
藤
壺
の
和
歌
は
、
恵
子
女
王
の
和
歌
に
似
通
う
。

�

「
な
で
し
こ
」
で
「
子
」
を
表
す
次
の
用
例
も
あ
る
。

ほ
か
な
る
こ
の
、
な
で
し
こ
の
た
ね
す
こ
し
た
ま
へ
と
い
ひ
た
る
、
や
る
と
て

な
で
し
こ
の
恋
し
き
と
き
は
み
る
も
の
を
い
か
に
せ
よ
と
か
た
ね
を
こ
ふ
ら
ん

�

『
和
泉
式
部
続
集
』
三
七
二

（
11
）　

旧
注
で
は
、
な
で
し
こ
＝
若
宮
と
し
て
藤
壺
に
よ
そ
え
る
解
釈
が
な
さ
れ
、
新
注
で
は

な
で
し
こ
を
若
宮
に
よ
そ
え
る
解
釈
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
注
（
５
）
掲

載
鈴
木
宏
子
氏
文
献
に
詳
細
な
整
理
が
あ
る
。


