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『源氏物語』の言葉と絵画──『国宝源氏物語絵巻』「夕霧」の場面から──

は
じ
め
に

　

院
政
期
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
は
現
存

す
る
最
古
の
源
氏
絵
で
あ
る
。
読
者
の
支
持
を
得
て
歌
人
た
ち
や
時
の
権
力

者
に
も
高
く
評
価
さ
れ
た
物
語
作
品
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
絵

画
化
を
促
し
、
そ
れ
は
中
世
・
近
世
か
ら
現
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。『
源

氏
物
語
』
の
絵
画
化
は
早
い
時
期
か
ら
試
み
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
す
べ
て

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
存
す
る
源
氏
絵
は
中
世
末
か
ら
近

世
の
も
の
が
多
い
。
近
年
で
は
、「
幻
の
源
氏
物
語
絵
巻
」
と
も
い
わ
れ
る

十
七
世
紀
後
半
の
『
盛
安
本
源
氏
物
語
絵
巻
』
が
話
題
を
呼
ん
だ
こ
と
も
、

記
憶
に
新
し
い
。
杉
原
盛
安
が
制
作
を
企
図
し
た
『
盛
安
本
源
氏
物
語
』
は
、

『
源
氏
物
語
』
本
文
す
べ
て
の
絵
巻
化
を
試
み
た
も
の
で
そ
の
一
部
の
み
が

現
存
・
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
賢
木
の
新
出
断
簡
や
夕
顔
の
新
出
が

相
次
ぎ
、
美
術
史
研
究
の
み
な
ら
ず
文
学
研
究
双
方
か
ら
の
研
究
が
進
め
ら

れ）
1
（

、
他
の
絵
巻
で
敬
遠
さ
れ
て
き
た
死
や
密
通
と
い
っ
た
場
面
も
絵
画
化
の

対
象
と
す
る
こ
の
絵
巻
の
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
注
釈
性
も
指
摘
さ
れ
た）

2
（

。
江

戸
初
期
の
こ
う
し
た
絵
巻
は
、
あ
ら
た
め
て
、『
源
氏
物
語
』
本
文
の
言
葉

と
そ
の
享
受
の
一
形
態
で
あ
る
絵
画
化
の
関
係
を
、
私
た
ち
に
問
い
か
け
て

く
る
。

　

絵
巻
制
作
者
は
物
語
世
界
の
何
を
見
出
し
、
ど
こ
に
焦
点
を
定
め
、
絵
画

と
い
う
表
現
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　

源
氏
絵
は
、
言
葉
が
紡
ぎ
出
す
物
語
世
界
の
ひ
と
つ
の
解
釈
が
平
面
に
開

示
さ
れ
た
、
視
覚
に
訴
え
か
け
る
独
自
の
表
現
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
人
々
の
物
語
解
釈
が
絵
画
と
い
う
平
面
に
表
さ
れ
る
時
、

そ
れ
は
単
な
る
再
現
で
は
あ
り
得
ず
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
表
現
世
界
が
ひ
ら

か
れ
て
い
く
。
物
語
成
立
か
ら
お
そ
ら
く
一
世
紀
ほ
ど
く
だ
る
時
期
の
『
国

宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
は
、
物
語
の
全
文
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
制
作

【
特
集
】

美
術
が
拓
く

『
源
氏
物
語
』
の
言
葉
と
絵
画
│
│
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』「
夕
霧
」
の
場
面
か
ら
│
│

植
田
　
恭
代
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【特集】美術が拓く

者
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
重
要
な
部
分
に
焦
点
を
定
め
て
絵
画
化
さ
れ
て

い
る
。
装
飾
を
凝
ら
し
た
料
紙
を
用
い
、
詞
書
の
書
風
や
絵
の
画
風
が
数
種

類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
複
数
の
制
作
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
分
担
作
業
が
推

定
さ
れ
、
吹
き
抜
け
屋
台
と
い
わ
れ
る
斜
め
上
か
ら
俯
瞰
す
る
構
図
を
基
本

と
し
、
登
場
人
物
た
ち
の
顔
は
引
目
鉤
鼻
と
呼
ば
れ
る
特
徴
的
な
手
法
が
用

い
ら
れ
、
当
時
の
高
度
な
技
術
が
集
約
さ
れ
た
精
緻
な
絵
巻
で
あ
る）

3
（

。
そ
れ

は
、
物
語
本
文
の
理
解
の
う
え
に
た
ち
、
平
面
と
い
う
制
約
を
こ
え
て
ひ
ら

か
れ
た
新
た
な
表
現
世
界
の
構
築
で
あ
る
。
宮
廷
文
化
の
揺
ら
ぐ
時
期
に

あ
っ
て
、
物
語
世
界
の
何
に
光
が
当
て
ら
れ
、
宮
廷
全
盛
期
の
人
間
模
様
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。
画
期
的
な
絵
巻
制
作
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
、特
集
テ
ー
マ
「
美
術
が
拓
く
」
に
導
か
れ
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』

本
文
に
根
ざ
し
築
か
れ
る
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
表
現
世
界
と
い
う
観

点
か
ら
、
そ
の
一
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
の
場
面
を
と
り
あ
げ
、

い
ま
一
度
、
考
察
を
試
み
る
。

一
、『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』「
夕
霧
」

　

絵
巻
の
場
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
本
文
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
必
ず
し
も
物
語
そ
の
ま
ま
の
写
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

物
語
世
界
の
人
間
模
様
を
平
面
に
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
描
き
と

る
側
の
解
釈
が
当
然
反
映
さ
れ
る
。
強
調
も
あ
れ
ば
省
略
も
あ
り
得
る
。
そ

れ
は
、
絵
巻
制
作
過
程
に
お
け
る
自
然
な
意
識
の
働
き
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
こ
こ
で
、
一
例
と
し
て
夕
霧
巻
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
は
物
語
世
界
の
第
二
部
の
場
面
が
複
数
伝
え
ら

れ
、
栄
華
を
極
め
な
が
ら
苦
悩
を
深
め
る
光
源
氏
の
物
語
場
面
と
と
も
に
、

少
々
趣
の
異
な
る
夕
霧
・
雲
居
雁
夫
妻
の
物
語
場
面
も
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

夕
霧
の
妻
で
あ
る
雲
居
雁
が
夕
霧
宛
て
に
届
い
た
一
条
御
息
所
の
文
を
奪

お
う
と
す
る
場
面
が
、
五
島
美
術
館
に
詞
書
と
と
も
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

（
図
１

）。

　

夕
霧
巻
は
、
光
源
氏
の
長
男
夕
霧
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
が
、
正
妻
雲
居

雁
と
の
結
婚
生
活
に
波
紋
を
投
げ
か
け
る
の
が
、
小
野
に
住
ま
う
故
柏
木
の

正
妻
落
葉
宮
へ
の
夕
霧
の
恋
慕
で
あ
る
。
落
葉
宮
の
も
と
を
訪
れ
た
夕
霧
は

落
葉
宮
に
拒
ま
れ
る
が
、
落
葉
宮
の
身
を
案
じ
る
母
一
条
御
息
所
が
真
意
を

た
し
か
め
る
べ
く
、
夕
霧
か
ら
の
文
に
返
事
を
し
た
た
め
る
。
夕
霧
の
三
条

殿
に
届
け
ら
れ
た
そ
の
文
を
、
夕
霧
の
行
為
を
お
も
し
ろ
く
思
わ
ぬ
雲
居
雁

が
、
背
後
か
ら
奪
い
と
る
。
絵
巻
の
画
面
中
央
に
は
、
雲
居
雁
の
立
ち
姿
が

描
か
れ
、
雲
居
雁
の
嫉
妬
と
緊
迫
感
が
印
象
的
な
こ
の
場
面
は
、
登
場
人
物

の
身
体
の
部
位
や
室
内
の
調
度
品
を
強
調
的
に
描
い
て
表
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
物
語
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る）

4
（

。
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『源氏物語』の言葉と絵画──『国宝源氏物語絵巻』「夕霧」の場面から──

　

宵
過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
こ
の
御
返
り
持
て
参
れ
る
を
、
か
く
例
に
も
あ

ら
ぬ
鳥
の
跡
の
や
う
な
れ
ば
、
と
み
に
も
見
解
き
た
ま
は
で
、
御
殿
油

近
う
取
り
寄
せ
て
見
た
ま
ふ
。
女
君
、
も
の
隔
て
た
る
や
う
な
れ
ど
、

い
と
と
く
見
つ
け
た
ま
う
て
、
這
ひ
寄
り
て
、
御
背
後
よ
り
取
り
た
ま

う
つ
。「
あ
さ
ま
し
う
。
こ
は
い
か
に
し
た
ま
ふ
ぞ
。
あ
な
、
け
し
か

ら
ず
。
六
条
の
東
の
上
の
御
文
な
り
。
今
朝
風
邪
お
こ
り
て
な
や
ま
し

げ
に
し
た
ま
へ
る
を
、
院
の
御
前
に
は
べ
り
て
出
で
つ
る
ほ
ど
、
ま
た

も
参
で
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
ほ
し
さ
に
、
今
の
間
い
か
に
と
き
こ
え

た
り
つ
る
な
り
。
見
た
ま
へ
よ
。
懸
想
び
た
る
文
の
さ
ま
か
。
さ
て
も

な
ほ
な
ほ
し
の
御
さ
ま
や
。
年
月
に
そ
へ
て
い
た
う
侮
り
た
ま
ふ
こ
そ

う
れ
た
け
れ
。
思
は
む
と
こ
ろ
を
む
げ
に
恥
ぢ
た
ま
は
ぬ
よ
」
と
う
ち

う
め
き
て
、
惜
し
み
顔
に
も
ひ
こ
じ
ろ
ひ
た
ま
は
ね
ば
、
さ
す
が
に
ふ

と
も
見
で
、
持
た
ま
へ
り
。 

夕
霧
巻　

四
二
七
〜
四
二
八
頁

　

宵
の
過
ぎ
る
頃
、
小
野
の
一
条
御
息
所
か
ら
使
い
の
者
が
持
っ
て
ま
い
っ

た
文
を
、
隔
て
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
目
ざ
と
く
見
つ
け
た
雲
居
雁
が
、

背
後
か
ら
奪
い
取
る
。
夕
霧
は
、
花
散
里
か
ら
の
文
と
う
そ
ぶ
き
、
す
ぐ
取

り
返
そ
う
と
も
し
な
い
の
で
、
雲
居
雁
は
文
を
見
ぬ
ま
ま
手
に
持
っ
て
い
る
。

物
語
本
文
で
は
こ
の
雲
居
雁
の
行
為
を
「
女
君
、
も
の
隔
て
た
る
や
う
な
れ

『国宝源氏物語絵巻』「夕霧」（五島美術館所蔵）
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【特集】美術が拓く

ど
、
い
と
と
く
見
つ
け
た
ま
う
て
、
這
ひ
寄
り
て
、
御
背
後
よ
り
取
り
た
ま

う
つ
」
と
語
る
。「
女
君
」
と
呼
び
、「
や
う
な
れ
ど
」
と
距
離
を
お
い
て
な

が
め
語
る
よ
う
な
女
房
の
視
点
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
二
人
の
間
に
隔
て
が

あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
本
万
里
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に）

5
（

、

絵
巻
場
面
で
は
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
間
に
二
人
を
遮
る
物
の
隔
て
と
な
る
調

度
品
な
ど
は
描
か
れ
な
い
。
め
ざ
と
く
見
つ
け
た
雲
居
雁
が
夕
霧
に
直
に
近

づ
き
、
ま
さ
に
息
を
の
む
よ
う
な
瞬
間
を
描
き
取
る
。

　

こ
の
絵
巻
場
面
の
雲
居
雁
像
に
つ
い
て
、
池
田
忍
氏
は
、
授
乳
の
姿
を
あ

ら
わ
に
描
く
横
笛
巻
（
徳
川
美
術
館
所
蔵
）
の
場
面
と
と
も
に
考
察
し
、「
画

一
的
な
理
想
像
の
型
を
打
ち
や
ぶ
り
、
主
体
的
に
行
動
す
る
女
性
の
イ
メ
ー

ジ
を
出
現
さ
せ
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
す
る）

6
（

。
池

田
氏
は
さ
ら
に
、
そ
れ
が
現
代
の
鑑
賞
者
の
見
方
で
も
あ
る
と
い
う
批
判
を

招
く
懸
念
を
も
含
め
つ
つ
、
貴
族
女
性
の
立
ち
居
振
る
舞
い
や
行
動
が
規
範

に
よ
っ
て
厳
し
く
律
せ
ら
れ
る
平
安
時
代
の
貴
族
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
雲

居
雁
像
が
「
鑑
賞
す
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
反
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ

た
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
、
社
会
の
規
範
と
逸
脱
と
い

う
両
義
性
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
稲
本
万
里
子
氏
は
、
雲
居
雁
が

生
絹
の
単
衣
か
ら
白
い
肌
を
透
か
せ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
こ
に
は
常

夏
巻
の
羅
の
単
衣
姿
で
う
た
た
ね
を
す
る
雲
居
雁
の
連
想
が
働
き
、
父
内
大

臣
の
「
女
は
、
身
を
常
に
心
づ
か
ひ
し
て
守
り
た
ら
む
な
ん
よ
か
る
べ
き
。

心
や
す
く
う
ち
棄
て
ざ
ま
に
も
て
な
し
た
る
品
な
き
こ
と
な
り
」（
常
夏　

二
三
九
頁
）
を
想
起
さ
せ
「
絵
巻
の
制
作
者
は
、
雲
居
雁
の
は
し
た
な
い
ふ

る
ま
い
を
描
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
反
モ
デ
ル
〉
と
い
う
否
定
的
な
意

味
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る）

7
（

」
と
し
て
、
両
義
的
で
は
な
く
否
定

的
な
意
味
を
読
み
取
る
。
池
田
氏
の
論
考
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
考
察

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
視
座
か

ら
は
主
体
的
な
行
動
と
肯
定
的
に
映
る
と
こ
ろ
だ
が
、
平
安
時
代
の
社
会
状

況
と
、
夕
霧
・
雲
居
雁
の
夫
妻
を
め
ぐ
る
滑
稽
味
を
有
す
る
物
語
展
開
か
ら

す
れ
ば
、
文
に
手
を
伸
ば
し
て
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
姿
は
、
否
定
的
な
見
解

を
前
提
に
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
当
時
の
鑑
賞

者
を
も
惹
き
つ
け
る
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
の
も
、
紛
う
か
た
な
き
事
実
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
鑑
賞
者
が
一
見
し
て
惹
き
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
背
後
か
ら
文

を
奪
お
う
と
す
る
雲
居
雁
の
手
が
異
様
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
。
全
身
か
ら
の
バ
ラ
ン
ス
、
あ
る
い
は
画
面
全
体
に
お
け
る
バ
ラ

ン
ス
を
あ
え
て
逸
脱
す
る
よ
う
に
、
手
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
指
ま
で
明
瞭
に

描
か
れ
て
い
る
。
仕
え
る
女
房
階
級
で
は
な
い
高
貴
な
貴
族
女
性
の
身
体
が

あ
ら
わ
に
描
か
れ
る
の
は
珍
し
く
、
そ
の
一
部
で
あ
る
手
を
明
瞭
に
描
く
の

は
異
例
で
あ
る
。
絵
巻
場
面
に
は
、
同
時
に
文
を
持
ち
眺
め
る
夕
霧
の
手
も
、

実
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
画
面
は
、
文
を
持
つ
手
が
主
役
と
い
っ
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て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
と
り
わ
け
、
雲
居
雁
の
手
は
、
そ
の
顔
の
半
分

近
く
も
あ
り
、
両
手
と
も
に
指
ま
で
く
っ
き
り
描
か
れ
、
右
手
は
腕
を
伸
ば

す
そ
の
動
き
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
「
に
ゅ
う
っ
と
」
描
か
れ
て

い
る
。
貴
族
女
性
の
手
を
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
視
し
強
調
す
る
絵
画
は
珍

し
い
。
ま
さ
に
「
に
ゅ
う
っ
と
」
と
い
う
感
触
が
、
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。

　
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
お
い
て
、
雲
居
雁
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
横
笛

巻
の
場
面
で
も
授
乳
す
る
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
貴
族
女
性
と
し
て
は
、
身

体
が
強
調
さ
れ
て
表
さ
れ
る
異
例
の
女
性
で
あ
る
。
絵
巻
の
夕
霧
で
は
、
こ

の
雲
居
雁
の
心
情
を
、
手
に
特
化
し
て
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
づ
け
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。

二
、
文
を
「
持
つ
」
人

　

こ
う
し
た
絵
画
化
を
促
す
物
語
本
文
の
言
葉
に
、
い
ま
一
度
立
ち
戻
っ
て

み
よ
う
。
夕
霧
は
、
い
つ
も
と
違
う
筆
跡
に
す
ぐ
読
め
ず
、
灯
り
を
近
く
に

引
き
寄
せ
て
見
て
い
る
の
だ
が
、
絵
巻
で
は
筆
跡
ま
で
は
わ
か
ら
ず
、
描
か

れ
て
い
る
の
は
ひ
た
す
ら
見
入
っ
て
い
る
夕
霧
の
姿
で
あ
る
。

　

物
語
本
文
で
は
、
奪
お
う
と
す
る
手
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
し

て
や
、
こ
の
場
面
の
物
語
本
文
を
た
ど
り
み
れ
ば
、
稲
本
氏
が
述
べ
る
よ
う

に
雲
居
雁
の
装
束
に
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
雲
居
雁
の
身
体
の
部
位

が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
絵
巻
で
手
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
絵
巻
制
作
者
の
解
釈
に
よ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
物
語
本
文
に
も

と
づ
く
解
釈
で
も
あ
る
。

　

こ
の
場
面
の
物
語
本
文
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
夕
霧
の
「
見
解
き

た
ま
は
で
」「
見
た
ま
ふ
」、
女
君
の
「
見
つ
け
た
ま
う
て
」「
ふ
と
も
見
で
、

持
た
ま
へ
り
」
と
、「
見
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
見
る
と
い
う
行
為
が

重
視
さ
れ
て
二
人
が
描
か
れ
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
、
雲
居
雁
の
「
這
ひ
寄

り
て
、
御
背
後
よ
り
取
り
た
ま
う
つ
」
と
い
う
行
為
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
を
「
見
る
」
あ
る
い
は
「
見
な
い
」
こ
と
に
焦
点
が
あ
る
。
問

題
と
な
る
御
息
所
の
文
を
見
る
か
見
な
い
か
、
と
い
う
一
連
の
動
き
を
と
ら

え
て
い
く
文
脈
の
な
か
で
、
背
後
か
ら
奪
お
う
と
す
る
雲
居
雁
の
動
作
に
ゆ

き
つ
く
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
物
語
本
文
の
「
見
る
」「
見
な
い
」
と
い
う
行
為
か
ら
、
静
止

し
た
絵
巻
の
画
面
で
は
夕
霧
の
持
つ
文
を
背
後
か
ら
奪
お
う
と
す
る
動
作
に

重
き
を
移
し
、
そ
の
瞬
間
を
と
ら
え
て
い
く
。
こ
ち
ら
で
は
、
文
を
「
持
つ
」

こ
と
が
焦
点
と
な
る
。

　

直
前
の
物
語
本
文
に
は
、
雲
居
雁
の
穏
や
か
な
ら
ぬ
心
情
が
描
か
れ
て
い

た
。
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北
の
方
は
、
か
か
る
御
歩
き
の
け
し
き
ほ
の
聞
き
て
、
心
や
ま
し
と

聞
き
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
知
ら
ぬ
や
う
に
て
君
達
も
て
あ
そ
び
紛
ら
は
し

つ
つ
、
わ
が
昼
の
御
座
に
臥
し
た
ま
へ
り
。

 

夕
霧
巻　

四
二
六
〜
四
二
七
頁

　

雲
居
雁
は
、
夕
霧
の
忍
び
歩
き
の
様
子
を
そ
れ
と
な
く
聞
き
つ
つ
、「
心

や
ま
し
」
と
思
っ
て
い
る
。
知
ら
ぬ
ふ
り
を
装
い
子
ど
も
た
ち
と
遊
び
な
が

ら
自
分
の
御
座
に
臥
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
心
中
は
、
外

見
と
は
異
な
り
、
た
だ
な
ら
ぬ
感
情
が
渦
巻
い
て
い
る
。
絵
巻
は
、
伏
せ
っ

て
い
る
雲
居
雁
を
描
く
こ
と
は
し
な
い
。
知
ら
ぬ
ふ
り
を
装
う
、
揺
れ
動
く

心
中
を
平
面
上
に
形
象
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
隔
て
が

あ
っ
て
も
め
ざ
と
く
見
つ
け
て
近
づ
く
雲
居
雁
の
心
の
動
き
を
な
ぞ
る
か
の

よ
う
に
、「
に
ゅ
う
っ
と
」
手
を
の
ば
し
て
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
動
作
の
瞬

間
を
と
ら
え
て
明
瞭
に
表
し
て
い
る
。

　

直
前
で
「
北
の
方
」
と
呼
ば
れ
た
雲
居
雁
は
、
こ
の
場
面
で
「
女
君
」
と

呼
ば
れ
る
。
雲
居
雁
の
呼
称
は
、
若
菜
巻
以
降
、「
三
条
の
北
の
方
」（
若
菜

上
）「
北
の
方
」（
若
菜
上
・
若
菜
下
・
夕
霧
）「
大
将
殿
の
北
の
方
」（
柏
木
）

と
正
妻
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
え）

8
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

の
要
請
か
ら
巧
み
に
使
い
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
上
」
や
「
三
条
殿
」

「
三
条
の
姫
君
」
な
ど
で
は
な
く
、「
北
の
方
」
と
正
妻
と
い
う
立
場
を
明
確

に
表
し
た
う
え
で
、
緊
迫
感
の
高
ま
り
と
と
も
に
「
女
君
」
の
呼
称
が
用
い

ら
れ
、
こ
の
あ
と
に
続
く
二
人
の
様
子
に
は
夕
霧
の
「
男
」
に
見
合
う
よ
う

に
「
女
」
が
用
い
ら
れ
る
。
夕
霧
巻
で
は
雲
居
雁
の
呼
称
と
し
て
「
本
妻
」

も
み
ら
れ
、「
女
君
」
や
「
姫
君
」
も
用
い
ら
れ
る
が
、
雲
居
雁
は
正
妻
と

い
う
立
場
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
夕
霧
の
心
を
寄
せ
る
落
葉
宮
は
皇
女
で

あ
る
が
、
夕
霧
巻
に
お
い
て
、
雲
居
雁
は
あ
く
ま
で
夕
霧
の
正
妻
で
あ
る
。

　

正
妻
と
し
て
の
雲
居
雁
を
語
る
夕
霧
巻
の
物
語
世
界
に
根
ざ
し
な
が
ら
、

絵
巻
の
場
面
で
は
、
激
し
く
揺
れ
動
く
雲
居
雁
の
心
情
を
掬
い
上
げ
て
、
平

面
と
い
う
制
約
を
突
き
抜
け
る
よ
う
に
「
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
手
」
を
強
調

し
て
形
象
化
し
て
い
る
。

　

絵
巻
に
は
、
こ
の
夕
霧
の
詞
書
（
図
２

、
図
３

）
が
あ
る
。

　
　

ゆ
ふ
き
り

ひ
る
の
お
ま
し
に
う
ち
ふ
し
た
ま
へ
る

に
こ
の
御
か
へ
り
も
て
ま
い
れ
る
か
れ

い
に
も
あ
ら
す
と
と
り
の
あ
と
の
や

う
な
れ
は
と
み
に
も
え
み
と
き
た

ま
は
ぬ
に
へ
た
て
た
る
や
う
な
れ
と

い
と
ゝ
く
み
つ
け
て
は
ゐ
よ
り
て
う
し

ろ
よ
り
と
り
た
ま
ひ
つ
あ
さ
ま
し
く
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て
こ
は
い
か
に
し
た
ま
へ
る
わ
さ
そ

あ
な
け
し
か
ら
す
六
条
の
ひ
む
か
し

の
う
へ
の
御
ふ
み
な
り
け
さ
か
せ
お

こ
り
て
な
や
ま
し
け
に
し
た
ま
へ

る
院
の
お
ま
へ
に
は
へ
り
つ
る
ほ
と

に
ま
た
も
か
へ
り
ま
い
ら
な
り
ぬ
る
い

と
を
し
さ
い
ま
の
ほ
と
い
か
ゝ
と
き
こ

え
つ
る
な
り
み
た
ま
へ
け
さ
う
し

た
る
ふ
み
か
と
ゝ
き
こ
え
て
さ
て
も

さ
て
も
な
を
〳
〵
し
の
御
さ
ま
や
と

し
つ
き
に
そ
へ
て
い
た
く
あ
な
つ

り
た
ま
ふ
よ
お
も
は
む
こ
ゝ
ろ
を

は
ち
た
ま
へ
か
し
と
あ
は
め
ら

れ
て
と
し
月
に
そ
ふ
あ
な
つ
り

は
お
ほ
む
こ
ゝ
ろ
な
ら
ひ
に
こ
そ
と

て
ふ
と
も
さ
す
か
に
み
た
ま
は
て

も
た
ま
へ
り

『国宝源氏物語絵巻』「夕霧」（五島美術館所蔵）
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大
筋
は
、
物
語
本
文
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
冒
頭
は
、
物
語
本
文
の
「
宵

過
ぐ
る
ほ
ど
に
ぞ
」
で
は
な
く
、
昼
の
御
座
に
打
ち
伏
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
、「
と
み
に
も
え
み
と
き
た
ま
は
ぬ
に
」
の
あ
と
に
、「
御
殿
油
近

う
取
り
寄
せ
て
見
た
ま
ふ
」
の
部
分
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
、
隔
て
が
あ
る
よ

う
だ
け
れ
ど
、
と
続
い
て
い
く
。
詞
書
で
は
、
灯
り
を
近
く
に
引
き
寄
せ
て

見
る
と
い
う
夕
霧
の
行
為
は
省
か
れ
て
い
る
。
引
用
部
分
の
最
後
は
、
物
語

本
文
の
「
う
ち
う
め
き
て
、
惜
し
み
顔
に
も
ひ
こ
じ
ろ
ひ
た
ま
は
ね
ば
」
と

は
異
な
り
、
夕
霧
の
雲
居
雁
を
意
識
す
る
所
作
は
描
か
れ
な
い
。
詞
書
で
は

夕
霧
の
見
る
行
為
は
省
略
さ
れ
、
雲
居
雁
を
意
識
し
た
所
作
に
も
ふ
れ
ず
、

後
ろ
か
ら
奪
い
取
る
雲
居
雁
が
よ
り
印
象
的
で
あ
る
。

　

絵
巻
画
面
は
、
文
を
奪
い
取
る
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
定
め
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
文
を
奪
お
う
と
す
る
雲
居
雁
の
手
は
当
人
の
立
ち
姿
か
ら
す
れ
ば
異
常

に
大
き
く
、
嫉
妬
に
か
ら
れ
揺
れ
る
心
情
が
そ
こ
に
集
約
さ
れ
強
調
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
画
面
に
描
か
れ
る
道
具
も
、
手
前
の
硯
は
登
場
人
物
と
の
バ

ラ
ン
ス
か
ら
す
れ
ば
異
様
に
大
き
く
、
あ
え
て
調
和
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ

り
、
文
に
ま
つ
わ
る
道
具
が
強
調
さ
れ
る
。
絵
画
と
い
う
平
面
の
な
か
で
、

登
場
人
物
に
光
を
あ
て
、
貴
族
女
性
の
手
を
指
の
一
本
一
本
ま
で
明
瞭
に
描

き
、
さ
ら
に
は
硯
と
い
う
道
具
ま
で
大
き
く
描
い
て
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
揺
れ
動
く
雲
居
雁
の
心
情
と
高
ま
る
緊
迫
感
を
的
確
に
表
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
歌
舞
伎
の
舞
台
で
、
役
者
が
見
得
を
切
る

こ
と
に
よ
っ
て
観
客
を
惹
き
つ
け
る
、
強
調
の
手
法
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。

絵
巻
制
作
者
の
解
釈
に
よ
り
掬
い
上
げ
ら
れ
た
物
語
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
反
映

し
強
調
も
さ
れ
て
、
言
葉
に
よ
る
物
語
世
界
と
は
微
妙
な
差
異
を
有
す
る
、

ひ
と
つ
の
新
た
な
表
現
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
く
。

三
、
描
か
れ
る
女
房
た
ち

　

こ
の
絵
巻
の
場
面
に
は
、
右
下
に
女
房
二
人
の
姿
が
あ
る
。
物
語
場
面
で

は
、
女
房
の
姿
や
会
話
に
特
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
切
り
取
ら
れ
た

平
面
の
絵
画
に
は
、
と
も
に
女
房
が
存
在
す
る
。
佐
野
み
ど
り
氏
は
、「
主

人
夫
婦
と
女
房
の
こ
の
対
比
が
、
画
面
を
い
っ
そ
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
見
せ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
、
物
語
内
に
年
輩
の
女
房
と
い
う
語
り
手

を
前
提
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
特
徴
か
ら
、
絵
巻
で
は
「
言
葉
の
世

界
で
は
姿
か
た
ち
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
語
り
手
を
、
聞
き
耳
を
立
て
る
女

房
と
し
て
画
面
内
に
実
在
さ
せ
た
」「
は
っ
き
り
と
姿
を
現
し
た
語
り
手
の

存
在
が
、〈
古
女
房
の
見
聞
き
し
た
昔
語
り
〉
と
い
う
物
語
の
枠
組
み
を
、

明
快
な
現
在
時
制
に
解
き
ほ
ぐ
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
絵
巻
は
い
っ
そ
う
の
臨

場
感
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る）

9
（

。ま
た
、稲
本
氏
は
、「「
貴

族
の
妻
は
こ
の
よ
う
な
行
動
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、
ま
た
「
ど

の
よ
う
な
言
動
も
見
聞
き
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
教
訓
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
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発
信
し
て
い
る
と
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
教
訓
性
を
指
摘
す
る）

10
（

。

　

自
在
で
巧
み
な
語
り
手
の
存
在
を
前
提
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
、

語
る
よ
う
に
紡
が
れ
る
言
葉
を
、
制
作
者
が
理
解
し
絵
画
と
い
う
平
面
の
世

界
に
実
体
化
し
て
表
す
と
い
う
指
摘
は
、
卓
見
で
あ
る
。
物
語
世
界
に
お
い

て
、
主
人
公
格
の
登
場
人
物
を
と
り
ま
く
女
房
た
ち
は
重
要
な
存
在
で
あ
り
、

物
語
の
端
役
に
光
を
当
て
る
研
究
の
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ

で
は
、
隔
て
を
介
し
た
手
前
の
鑑
賞
者
に
近
い
側
に
女
房
二
人
を
描
き
、
夕

霧
と
雲
居
雁
の
緊
迫
す
る
様
子
が
、
女
房
た
ち
、
鑑
賞
者
と
つ
な
が
っ
て
い

く
構
造
で
あ
る
。

　

王
朝
の
貴
族
社
会
で
は
、
主
人
公
格
の
人
物
た
ち
だ
け
で
生
活
が
成
り
立

つ
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
仕
え
る
従
者
の
立
場
の
人
々
が
い
る
。
物
語
で
は
、

そ
れ
ら
の
人
々
を
逐
一
描
写
し
て
は
い
か
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
存

在
は
前
提
と
な
る
。
こ
の
場
面
を
考
え
れ
ば
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
周
囲
に
は
、

お
そ
ら
く
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
特

に
二
人
の
女
房
を
描
い
て
い
る
の
が
絵
巻
画
面
で
あ
り
、
二
人
の
様
子
は
そ

れ
を
う
か
が
う
女
房
の
視
点
で
も
と
ら
え
て
い
る
。

　
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
で
は
、
柏
木
、
横
笛
、
竹
河
、
橋
姫
、
早
蕨
、

宿
木
、
東
屋
な
ど
に
も
女
房
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
物
語
世
界
の
女
房
へ

の
深
い
理
解
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

雲
居
雁
・
夕
霧
を
め
ぐ
る
物
語
の
緊
迫
感
を
手
に
特
化
し
て
と
ら
え
、
女

房
た
ち
の
存
在
に
も
及
ぶ
深
い
理
解
が
反
映
さ
れ
て
、
平
面
の
制
約
を
こ
え

る
よ
う
に
絵
巻
独
自
の
表
現
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

注（
１

）
佐
野
み
ど
り
「
盛
安
本
源
氏
物
語
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
華
』
第
一
四
七
九
號
「
特
輯　

盛
安
本
（
幻
の
源
氏
物
語
絵
巻
）
の
新
出
断
簡
」（
国
華
社　

平
成
三
十
一
年
一
月
）
に
詳

し
い
経
緯
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
学
の
側
か
ら
は
、
立
教
大
学
の
小
嶋
菜
温
子
氏
を
代

表
と
す
る
科
研
諸
氏
に
よ
る
調
査
な
ら
び
に
報
告
が
相
次
い
だ
。
ま
た
、『
国
華
』
第
一
四

七
九
號
の
「
特
輯
」
号
で
は
、
新
出
断
簡
の
発
見
に
尽
力
さ
れ
た
エ
ス
テ
ル
・
ポ
エ
ー
ル

氏
の
「「
盛
安
本
源
氏
物
語
絵
巻
」
再
考
」
が
掲
載
さ
れ
、
賢
木
断
簡
の
詳
細
な
分
析
が
開

示
さ
れ
て
い
る
。

（
２

）
小
嶋
菜
温
子
「
幻
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
に
み
る
物
語
理
解
│
近
世
初
期
の
堂
上
流
『
源

氏
』
享
受
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
古
文
学
』
二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
同
「
幻
の
「
源
氏
物
語

絵
巻
」
と
『
源
氏
物
語
』
注
釈
史
│
若
菜
下
巻
「
帝
の
妻
を
あ
や
ま
つ
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
立

正
大
学
文
学
部
論
叢
』
二
〇
一
八
年
三
月
）
な
ど
。

（
３

）『
源
氏
物
語
事
典
』（
大
和
書
房　

二
〇
〇
二
年
）
所
収
「
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
項

（
稲
本
万
里
子
氏
担
当
）
参
照
。

（
４

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

（
５

）
稲
本
万
里
子
「
雲
居
雁
の
造
形
と
女
房
の
役
割
」、『
源
氏
絵
の
系
譜
│
平
安
時
代
か
ら

現
代
ま
で
』「
第
一
章　

平
安
時
代
の
源
氏
絵
」（
神
話
社　

二
〇
一
八
年
）。

（
６

）
池
田
忍
「「
女
絵
」・「
物
語
絵
」
と
女
の
見
方
」『
日
本
絵
画
の
女
性
像
│
ジ
ェ
ン
ダ
ー

美
術
史
の
視
点
か
ら
』「
第
三
章　

女
性
像
と
女
の
鑑
賞
者
」（
筑
摩
書
房　

一
九
九
八
年
）。

続
く
部
分
で
「
こ
と
に
夕
霧
の
画
面
に
お
け
る
雲
井
雁
の
造
形
は
、
そ
の
緊
張
感
と
意
外

性
ゆ
え
に
、
鑑
賞
者
を
ひ
き
つ
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
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【特集】美術が拓く

（
７

）
注（
５

）稲
本
氏
文
献
。

（
８

）『
源
氏
物
語
事
典
』（
大
和
書
房　

二
〇
〇
二
年
）
所
収
「
雲
居
雁
」
の
項
（
高
木
和
子

氏
担
当
、
な
お
呼
称
に
つ
い
て
は
編
者
に
よ
る
）
参
照
。

（
９

）
佐
野
み
ど
り
「
聞
き
耳
を
立
て
る
女
房
」『
じ
っ
く
り
見
た
い
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
小
学

館　

二
〇
〇
〇
年
。

（
10
）
注（
５

）稲
本
氏
文
献
。

附
記　

本
稿
に
お
け
る
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
図
版
の
掲
載
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
五

島
美
術
館
の
ご
高
配
を
賜
り
、
申
請
に
際
し
て
は
同
館
学
芸
部
佐
藤
留
実
氏
に
ひ
と
か
た

な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
り
、
懇
切
丁
寧
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
ご
芳
情
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
る
。


