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中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、『
源
氏
物
語
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
梗

概
書
が
数
多
く
作
ら
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
が
教
養
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
長
大
か
つ
難
解
な
作
品
で
あ
る
た
め
、
な
か
な
か

全
文
を
読
破
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
の
中
で
、
容
易
に
そ
の
全
体
像
や
要
点

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
手
引
き
書
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
単
に
物
語
の
あ

ら
す
じ
を
知
る
目
的
だ
け
で
は
な
く
、
連
歌
愛
好
の
士
に
は
、
連
歌
に
詠
み
込

む
に
ふ
さ
わ
し
い
付
合
の
語
に
注
目
し
て
記
述
さ
れ
た
『
源
氏
小
鏡
』
の
類
が
、

ま
た
『
源
氏
物
語
』
を
通
じ
て
和
歌
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
は
、
作
中
の
全
て

の
和
歌
を
載
せ
た
『
源
氏
大
鏡
』
や
、
さ
ら
に
全
歌
を
読
解
し
た
『
源
氏
物
語

提
要
』
の
よ
う
な
梗
概
書
が
提
供
さ
れ
、
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。『
源
氏

物
語
』
の
享
受
層
が
公
家
か
ら
武
家
へ
、
さ
ら
に
庶
民
へ
と
広
が
っ
て
い
く
に

つ
れ
て
、
梗
概
書
の
需
要
も
ま
た
拡
大
し
た
。
近
世
に
な
る
と
、『
源
氏
小
鏡
』

を
は
じ
め
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
梗
概
書
も
少
な
く
な
い
が
、
多
く
は
写
本
と
し

て
世
に
流
布
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
書
名
を
変
え
、
形
態
を
変
え
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
も
、
近
世
前
期
に
作
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
梗
概
書
の
一

つ
で
、『
小
源
氏
』
と
外
題
す
る
写
本
で
あ
る
。
二
冊
本
で
あ
る
が
、
梗
概
書

と
し
て
も
容
量
は
小
さ
く
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
書
で
あ
る
。
一
見
し
て
和
歌
が
多

い
こ
と
が
目
立
ち
、
全
歌
収
録
型
の
梗
概
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

な
が
ら
、『
源
氏
大
鏡
』
の
類
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
む
ろ
ん
『
源
氏
物
語

提
要
』
ほ
ど
の
分
量
は
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
同
じ
書
名
で
あ
っ
た
り
、
同
内

容
と
思
わ
れ
る
梗
概
書
の
存
在
を
聞
か
な
い
の
で
、
や
や
珍
し
い
特
異
な
伝
本

で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
こ
に
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
い
さ

さ
か
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
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二

一
　
書
誌

　

ま
ず
、
本
書
の
書
誌
を
記
す
。

　

写
本
二
冊
。
縦
二
三
・
六
㎝
×
横
一
六
・
二
㎝
の
や
や
小
ぶ
り
な
大
本
。
楮

紙
袋
綴
。
原
装
と
見
ら
れ
る
藍
色
無
地
の
紙
表
紙
の
中
央
に
、
縦
一
四
・
三
㎝

×
横
二
・
九
㎝
の
無
地
題
簽
を
貼
り
、「
小
源
氏　
乾
（
坤
）」
と
外
題
。
見
返

し
は
本
文
共
紙
。
一
面
八
行
書
き
。
和
歌
は
本
文
よ
り
一
字
半
ほ
ど
下
げ
て
、

上
の
句
と
下
の
句
に
分
け
て
二
行
に
記
す
。
字
高
は
、
縦
約
一
八
㎝
×
横
約
一

二
㎝
。
墨
付
き
、
乾
冊
一
二
三
丁
、
坤
冊
九
八
丁
。
全
冊
同
筆
で
、
江
戸
中
期

の
書
写
と
思
わ
れ
る
。虫
損
な
ど
の
痛
み
は
な
く
、保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。

　

各
冊
巻
首
に
、「
片
桐
」（
朱
丸
小
印
）、「
博
集
堂
」（
方
形
墨
印
）、「
公
邨
堂
」

（
方
形
朱
印
）、「
英
斉
」（
方
形
朱
印
）、「
尚
應
」（
鼎
型
朱
印
）
が
あ
り
、
巻

尾
に
、「
公
邨
堂
」（
方
形
朱
印
、
陽
刻
と
陰
刻
の
二
種
）、「
英
斉
」（
同
前
）

の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
の
手
を
渡
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　

本
文
は
漢
字
平
仮
名
ま
じ
り
文
で
、
漢
字
に
は
多
く
同
筆
で
振
り
仮
名
が
振

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朱
筆
で
読
点
と
合
点
等
の
記
号
を
付
す
。
書
写
は
極
め

て
丁
寧
で
、
誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
誤
字
訂
正
の
跡
も
な

い
。
基
本
的
に
欄
外
や
行
間
に
注
記
な
ど
の
書
き
入
れ
は
な
い
が
、
乾
冊
末
尾

近
く
に
二
箇
所
異
文
注
記
が
朱
筆
で
な
さ
れ
て
い
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。
こ

れ
は
本
文
と
は
別
筆
で
、
朱
の
合
点
や
読
点
と
も
色
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
。

二
　
全
体
の
構
成
と
朱
の
合
点
に
つ
い
て

　

乾
冊
は
桐
壺
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
ま
で
、
坤
冊
は
若
菜
上
巻
か
ら
夢
浮
橋
巻
ま

で
を
収
め
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
第
一
部
三
十
三
巻
と
第
二
部
・
第
三
部
の
二
十

一
巻
と
い
う
分
け
方
に
な
っ
て
い
る
。
乾
冊
が
坤
冊
よ
り
も
二
十
五
丁
多
く
て

分
厚
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
分
量
の
均
等
よ
り
も
物
語
の
内
容
上
の
切
れ
目
を

重
視
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
内
題
や
目
録
は
な
い
。

　

も
と
も
と
が
二
分
冊
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
各
巻
の
終
わ
り

に
は
基
本
的
に
一
行
の
空
白
を
置
い
て
、
次
の
巻
の
巻
名
が
書
か
れ
て
い
る
。

一
面
八
行
の
う
ち
六
行
目
で
終
わ
っ
た
場
合
は
二
行
の
空
白
を
置
き
、
面
を
改

め
て
次
の
巻
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
箇
所
も

あ
る
。
乾
冊
で
は
、
朝
顔
巻
が
86
丁
表
５
行
目
で
終
わ
る
が
、
そ
の
後
３
行
は

空
白
、次
の
86
丁
裏
も
空
白
で
、丁
を
改
め
て
次
の
乙
女
巻
が
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
大
き
な
区
切
れ
の
意
識
が
あ
る
よ
う
だ
。
も
と
の
本
で
は
、
こ
こ
で

冊
が
分
か
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
他
に
、
花
の
宴
巻
も
32
丁
表
４
行
目

で
終
わ
り
、
残
り
４
行
を
空
白
に
し
て
、
32
丁
裏
か
ら
葵
巻
を
始
め
て
い
る
。

こ
こ
に
も
何
ら
か
の
区
切
れ
意
識
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

一
方
、
坤
冊
で
は
、
幻
巻
が
39
丁
裏
５
行
目
で
終
わ
り
、
３
行
空
白
を
置
い

て
、
丁
を
改
め
て
40
丁
表
か
ら
匂
宮
巻
を
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
正

編
と
続
編
の
切
れ
目
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
も
と
は
こ
こ
で
冊
が
分
か

れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。橋
姫
巻
は
、竹
河
巻
が
48
丁
裏
２
行
目
で
終
わ
っ

た
後
、
２
行
の
空
白
を
置
い
て
５
行
目
に
巻
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
宇
治
十
帖
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表紙（右・乾冊、左・坤冊）

三

乾冊巻尾（藤末葉巻末） 乾冊巻首（桐壺巻頭）

坤冊巻尾（夢浮橋巻末） 坤冊巻首（若菜上巻頭）
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四

の
冒
頭
を
意
識
し
た
切
れ
目
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
総
角
巻
は
、
椎
本
巻
が
58

丁
裏
５
行
目
で
終
わ
っ
た
後
３
行
空
白
に
し
て
、
丁
を
改
め
て
59
丁
表
か
ら
始

ま
る
と
い
う
、
や
や
不
自
然
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
こ
こ
に

も
本
来
冊
の
切
れ
目
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
他
、
坤
冊
に
は
、
若
菜
下
巻
と
柏

木
巻
の
間
に
２
行
の
空
白
が
あ
り
（
11
丁
裏
）、
次
の
横
笛
巻
の
冒
頭
に
は
丁

の
始
め
に
２
行
の
空
白
を
置
い
て
巻
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
15
丁
表
）
と
か
、

紅
梅
巻
の
冒
頭
が
最
終
行
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
40
丁
表
）
と
か
、
基
本
的
な

方
針
か
ら
は
ず
れ
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
書
と
は
異
な
る

編
成
や
書
写
方
針
で
あ
っ
た
本
を
写
し
た
た
め
に
起
き
た
現
象
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、本
書
に
は
、並
び
の
巻
や
雲
隠
巻
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

　

巻
名
の
上
に
は
、
朱
の
△
印
が
あ
る
。
若
紫
・
玉
鬘
両
巻
に
は
こ
の
印
が
な

い
が
、記
し
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
空
蝉
巻
の
終
わ
り
近
く
、「
せ
み
の
羽
も
…
」

の
和
歌
の
詠
者
を
示
す
「
空
蝉
」
の
語
の
上
に
△
印
が
あ
る
（
12
丁
裏
８
行
目
）

が
、
こ
れ
は
こ
の
二
文
字
を
巻
名
と
見
誤
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

各
巻
の
冒
頭
を
は
じ
め
、
所
々
の
行
頭
に
朱
の
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
ま
と
ま
っ
た
記
事
内
容
の
切
れ
目
で
、
新
た
に
話
題
が
転
換

す
る
箇
所
の
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
ま
た
、
和
歌
の
頭
に
も

所
々
朱
の
合
点
が
あ
る
の
は
、
巻
名
歌
や
そ
れ
に
準
じ
る
和
歌
、
ま
た
は
そ
の

巻
を
代
表
す
る
和
歌
に
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
の
数
巻
の
状
況
を
見
る
。
桐
壺
巻
に
は
巻
名
歌
が
な
く
、
代
表
す
る

和
歌
が
な
い
た
め
か
、
合
点
の
あ
る
和
歌
が
な
い
。
箒
木
巻
で
は
「
数
な
ら
ぬ

ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
名
の
う
さ
に
／
有
に
も
あ
ら
ず
き
ゆ
る
は
ゝ
き
木
」、
空
蝉

巻
で
は
「
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
げ
る
木
の
下
に
／
な
を
人
が
ら
の
な
つ
か

し
き
か
な
」、
夕
顔
巻
で
は
「
よ
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
／

ほ
の
〴
〵
み
つ
る
花
の
ゆ
ふ
が
ほ
」で
、そ
れ
ぞ
れ
巻
名
歌
。若
紫
巻
で
は
、誤
っ

て
下
の
句
の
頭
に
合
点
が
あ
る
が
「
は
つ
草
の
お
ひ
行
す
へ
も
し
ら
ぬ
ま
に
／

い
か
で
か
露
の
き
え
む
と
す
ら
ん
」
と
、「
手
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
紫

の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野
邊
の
わ
か
草
」
の
二
首
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
両

首
と
も
巻
名
歌
で
は
な
い
が
、
少
女
時
代
の
紫
の
上
を
初
草
や
若
草
に
た
と
え

た
も
の
で
、
巻
名
歌
に
準
じ
る
歌
で
あ
り
、
若
紫
巻
を
代
表
す
る
歌
と
い
う
認

識
だ
ろ
う
。
末
摘
花
巻
で
は
「
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
な
に
ゝ
こ
の
／
す

へ
つ
む
花
を
袖
に
ふ
れ
け
ん
」
が
巻
名
歌
で
あ
る
が
、
合
点
は
な
い
。
他
に
合

点
の
あ
る
歌
は
な
い
の
で
、
記
し
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
紅
葉
賀
巻
は
「
物

思
ふ
に
た
ち
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
／
袖
う
ち
ふ
り
し
こ
ゝ
ろ
し
り
き
や
」、

花
の
宴
巻
で
は
「
い
づ
れ
ぞ
と
露
の
や
ど
り
を
わ
か
む
ま
に
／
小
ざ
ゝ
が
は
ら

に
風
も
こ
そ
ふ
け
」
に
合
点
が
あ
る
。
と
も
に
巻
名
歌
の
な
い
巻
だ
が
、
こ
の

両
首
は
巻
を
代
表
す
る
和
歌
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
省
略
す
る
。

　

朱
の
合
点
を
付
し
た
の
は
『
小
源
氏
』
の
作
者
と
は
別
人
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
が
、
和
歌
へ
の
合
点
の
付
け
方
は
、
作
中
の
和
歌
を
す
べ
て
載
せ
る
本
書

が
和
歌
に
着
目
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

朱
書
き
と
言
え
ば
、
書
誌
の
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
に
は
、
乾
冊
末

尾
近
く
に
二
箇
所
、
朱
筆
に
よ
る
傍
書
が
あ
る
。
と
も
に
藤
末
葉
巻
で
あ
る
。

一
つ
は
、「
な
き
人
の
か
げ
だ
に
み
へ
ず
つ
れ
な
く
て
／
心
を
や
れ
る
い
さ
ら

ゐ
の
水
」（
121
丁
裏
）
の
歌
で
、初
句
「
な
き
人
の
」
の
「
の
」
字
の
右
に
「
は
」
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五

と
朱
筆
で
傍
書
が
あ
る
。「
な
き
人
は
」
の
異
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
注

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
三
首
後
の
和
歌
「
色
ま
さ
る
ま
が
き
の
き
く
も

お
り
〳
〵
に
／
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
こ
ふ
ら
ん
」（
122
丁
表
）
で
、
結
句
「
こ

ふ
ら
ん
」
の
「
ん
」
の
右
に
朱
筆
で
「
し
湖
月
」
と
傍
注
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は

「
こ
ふ
ら
し
」
の
異
文
が
あ
る
と
い
う
注
で
、
そ
れ
は
『
湖
月
抄
』
の
本
文
で

あ
る
と
い
う
。
確
か
に
『
湖
月
抄
』
に
は
「
こ
ふ
ら
し
」
と
あ
り
、
先
の
「
な

き
人
の
…
」
の
和
歌
も
『
湖
月
抄
』
に
は
「
な
き
人
は
」
と
あ
る
。
双
方
と
も

『
湖
月
抄
』
と
の
校
合
に
よ
る
異
文
注
記
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
箇
所
の
傍
注

は
読
点
や
合
点
よ
り
も
明
る
い
朱
で
、
別
人
に
よ
る
書
き
入
れ
と
見
ら
れ
、
本

文
と
も
別
筆
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
二
箇
所
に
の
み
注
記
が
あ
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。

三
　
和
歌
の
脱
落
と
歌
順
の
相
違
に
つ
い
て

　

本
書
の
最
大
の
特
色
は
、『
源
氏
物
語
』
の
作
中
歌
全
七
九
五
首
を
す
べ
て

載
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
首
だ
け
不
足
し
て
い
る
。
胡
蝶
巻
に

あ
る
「
思
ふ
と
も
君
は
知
ら
じ
な
わ
き
か
へ
り
岩
漏
る
水
に
色
し
見
え
ね
ば（
１
）」

（
三
六
六
）
が
本
書
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
柏
木
が
実
の
姉

と
も
知
ら
ず
に
玉
鬘
に
贈
っ
た
懸
想
文
で
、
こ
の
歌
ゆ
え
に
柏
木
は
「
岩
漏
る

中
将
」の
異
名
を
持
つ
。
こ
こ
は
和
歌
だ
け
を
書
き
落
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

こ
の
和
歌
を
載
せ
る
場
面
そ
の
も
の
が
脱
落
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
が『
小

源
氏
』
の
作
者
の
ミ
ス
な
の
か
、
転
写
上
の
不
手
際
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
他
、
和
歌
に
関
し
て
は
、
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
は
歌
順
が
異

な
る
所
が
二
箇
所
あ
る
。
一
つ
は
葵
巻
で
、
葵
祭
の
日
に
源
氏
が
紫
の
上
の
髪

を
削
ぐ
場
面
と
、
源
典
侍
と
和
歌
の
応
酬
を
す
る
場
面
と
が
前
後
入
れ
替
わ
っ

て
い
る
た
め
に
、「
は
か
り
な
き
…
」（
一
一
〇
）
と
「
ち
ひ
ろ
と
も
…
」（
一

一
一
）
の
二
首
が
、「
は
か
な
し
や
…
」（
一
一
二
）・「
か
ざ
し
け
る
…
」（
一

一
三
）・「
く
や
し
く
も
…
」（
一
一
四
）
の
三
首
の
後
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た

賢
木
巻
の
「
月
の
す
む
雲
井
ゐ
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
／
此
世
の
や
み
に
な
を

や
ま
ど
は
む
」（
一
六
〇
、
46
丁
裏
）
と
「
大
か
た
の
う
き
に
つ
け
て
は
い
と

へ
ど
も
／
い
つ
か
此
世
を
そ
む
き
は
つ
べ
き
」（
一
六
一
、46
丁
表
）が
逆
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
本
来
、
源
氏
と
藤
壷
と
の
贈
答
で
あ
る
は
ず
の
二
首
が
、「
大

か
た
の
…
」
は
藤
壷
が
内
裏
（
朱
雀
帝
）
の
見
舞
い
へ
の
返
事
と
し
て
詠
ん
だ

歌
、「
月
の
す
む
…
」
は
そ
の
つ
い
で
に
源
氏
が
帝
に
言
伝
て
た
歌
と
な
っ
て

い
る
。
前
者
は
単
純
な
場
面
の
入
れ
替
わ
り
で
あ
る
が
、
後
者
は
現
行
の
『
源

氏
物
語
』
本
文
と
は
異
な
る
場
面
展
開
に
な
っ
て
い
て
、
い
か
な
る
本
文
に
基

づ
い
て
い
る
の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
　
物
語
歌
集
的
側
面

　

さ
て
、
本
書
の
『
源
氏
物
語
』
梗
概
書
と
し
て
の
第
一
の
特
色
は
、
先
に
も

述
べ
た
通
り
、
一
首
の
脱
落
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
作
中
和
歌

を
載
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
梗
概
書
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、『
源
氏

小
鏡
』
の
よ
う
に
和
歌
の
数
を
百
数
十
首
程
度
に
し
ぼ
っ
て
筋
を
中
心
に
載
せ
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六

る
も
の
と
、『
源
氏
大
鏡
』
の
ご
と
く
全
歌
を
載
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
も

の
と
が
存
在
す
る
。
筋
主
体
の
梗
概
書
と
和
歌
主
体
の
梗
概
書
の
二
つ
に
分
か

れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
書
は
明
ら
か
に
和
歌
主
体
の
梗
概
書
で
あ
る
。

　

和
歌
主
体
の
梗
概
書
の
代
表
と
言
え
る
『
源
氏
大
鏡
』
は
普
通
上
・
中
・
下

三
冊
か
ら
成
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
乾
・
坤
二
冊
本
で
あ
り
、
一
面
八
行
書

き
で
和
歌
を
二
行
に
書
く
書
式
だ
か
ら
、
文
字
数
は
『
源
氏
大
鏡
』
に
比
べ
て

か
な
り
少
な
い
。『
源
氏
大
鏡
』
に
比
し
て
本
書
は
和
歌
の
比
重
が
相
当
大
き

い
こ
と
に
な
る
。

　

桐
壺
巻
の
書
き
出
し
部
分
の
記
事
を
他
の
梗
概
書
と
比
べ
て
み
よ
う
。『
源

氏
大
鏡（
２
）』（

一
類
本
）
で
は
、

　
　

 

桐
壺
は
、
大
内
四
十
八
殿
の
其
ひ
と
つ
也
。
し
げ
い
し
や（
マ
マ
）
う
と
云
も
桐
壺

の
か
ら
名
と
み
ゆ
。太
上
天
皇
を
も
、い
づ
れ
の
御
時
に
か
と
本
に
あ
り
。

此
御
門
に
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
中
に
、
や
ん
ご
と
な
き
き
は

に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
有
け
り
と
云
は
、
光
源
氏
の
御

母
な
り
。
此
更
衣
、
桐
壺
に
住
給
ふ
。
一
の
巻
に
は
此
人
の
事
を
の
み
さ

た
し
た
れ
ば
、
桐
壺
と
名
付
、
太
上
天
皇
を
も
桐
壺
の
御
門
と
申
也
。

と
あ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
冒
頭
表
現
に
即
し
つ
つ
、
登
場
人
物
を

紹
介
し
、
巻
名
の
由
来
を
説
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。『
源
氏
大
鏡
』
と

同
様
に
作
中
和
歌
全
首
を
載
せ
る
梗
概
書
で
あ
る
広
島
大
学
蔵
『
佚
名 

源
氏
物

語
梗
概
書（
３
）』
も
、

　
　

 

女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
給
け
る
中
に
、
い
と
や
む
こ
と
な
き
き
は
に

は
あ
ら
ぬ
か
、
す
く
れ
て
と
き
め
き
給
あ
り
け
り
。

と
、物
語
の
冒
頭
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
書
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『
源
氏
小
鏡（
４
）』

で
も
、

　
　
　

 

き
り
つ
ほ
と
い
ふ
ま
き
の
こ
と
、
大
内
に
あ
る
御
殿
の
な
ゝ
り
。
し
け

い
し
や
と
い
ふ
は
き
り
つ
ほ

の
事
な
り
、こ
の
き
り
つ
ほ
に
ひ
か
る
源
氏
の
お
ん
は
ゝ
、

さ
ふ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。さ
て
こ
そ
、き
り
つ
ほ
の
か
う
ゐ
と
は
申
け
れ
。

と
巻
名
の
由
来
か
ら
光
源
氏
の
母
更
衣
の
紹
介
へ
と
進
ん
で
い
く
。　

　

と
こ
ろ
が
、
本
書
『
小
源
氏
』
で
は
、

　
　

 

き
り
つ
ほ
の
か
う
い
、
わ
つ
ら
ひ
給
ひ
て
、
里さ
と

ヘ
お
り
給
へ
る
に
、
御み

門か
と

に
な
こ
り
お
し
み
て

　
　
　
　

 

か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
ゝ
み
ち
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の

ち
な
り
け
り
（
１
丁
表
）

と
、
い
き
な
り
桐
壺
更
衣
が
内
裏
退
出
に
際
し
て
和
歌
を
詠
む
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
の
で
あ
る
。
巻
名
の
由
来
の
説
明
も
桐
壺
更
衣
の
紹
介
も
、
光
源
氏
の
誕

生
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
何
も
な
い
。
そ
の
後
、「
き
り
つ
ほ
の
か
う
い
、
な

く
な
り
給
ひ
て
後の
ち

、
か
う
い
の
は
ゝ
の
も
と
へ
、
ゆ
げ
ひ
の
み
や
う
ふ
と
い
ふ

を
、
つ
か
は
さ
る
」（
同
）
と
あ
っ
て
、
帝
の
歌
、
靫
負
命
婦
の
歌
、
桐
壺
更

衣
の
母
の
歌
が
記
さ
れ
る
。
光
源
氏
の
名
が
初
め
て
記
さ
れ
る
の
は
、

　
　

 

源
氏
の
君き
み

、
げ
ん
ぶ
く
し
給
ひ
け
る
お
り
に
、
し
う
と
の
左さ

大だ
い

臣じ
ん

に
、
御

門
よ
り
よ
み
て
下
さ
れ
け
る

　
　
　
　

 

い
と
き
な
き
初は
つ

も
と
ゆ
ひ
に
な
が
き
世
を
ち
ぎ
る
こ
ゝ
ろ
は
む
す
び

こ
め
つ
や
（
２
丁
裏
）

と
、元
服
時
に
父
帝
が
舅
と
な
っ
た
左
大
臣
に
和
歌
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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七

こ
れ
よ
り
先
、

　
　

御
門
よ
り
御
文
の
お
く
に

　
　
　
　

 

み
や
き
の
ゝ
露
ふ
き
む
す
ふ
風
の
を
と
に
こ
は
き
か
も
と
を
お
も
ひ

こ
そ
や
れ
（
１
丁
表
〜
１
丁
裏
）

と
あ
っ
て
、こ
の
歌
の
小
萩
は
光
源
氏
を
さ
す
わ
け
だ
が
、何
の
説
明
も
な
い
。

本
書
は
、た
だ
和
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
と
詠
者
名
を
ご
く
簡
略
に
記
す
だ
け
で
、

淡
々
と
、
そ
っ
け
な
く
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
記
述
は
、
物
語

の
筋
を
簡
単
明
瞭
に
理
解
す
る
た
め
の
梗
概
書
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
歌
集
の
詞
書
の
よ
う
な
記
載
で
し
か

な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
筋
や
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
持
た
な
い

読
者
に
は
本
書
を
読
ん
で
も
物
語
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
あ
る
程
度
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
詠
歌
場

面
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
鑑
賞
す
る
手
引
き
に
は
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

中
世
以
降
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
作
中
の
和
歌
の
み
を
抜
き
出
し
て
配
列
し

た
「
源
氏
物
語
歌
集
」
の
類
が
作
ら
れ
て
い
る
。
古
く
は
、
花
山
院
師
賢
編
か

と
い
う
小
御
門
神
社
蔵
の
『
源
氏
物
語
歌
集
』
若
紫
巻
一
巻
が
知
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
「
源
氏
物
語
の
歌
を
引
き
、
そ
の
た
め
の
詞
書
と
し
て
の
本
文
と
作
者

を
引
く
」
も
の
で
、「
詞
書
に
よ
っ
て
場
面
を
説
明
し
、
そ
の
後
に
歌
が
引
か

れ
る（
５
）」

と
い
う
形
態
は
、
本
書
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
書
は
そ
の

よ
う
な
詞
書
付
き
の
「
源
氏
物
語
歌
集
」
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
の
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。

　

本
書
の
記
述
が
歌
集
の
趣
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
顕
著
な
現
れ
と
し
て
、
若

紫
巻
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

 

げ
ん
じ
、
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
か
た
に
、
一
夜よ

と
ま
り
た
ま
ひ
て
、
か
へ

り
た
ま
ふ
道み
ち

に
、
と
し
ご
ろ
し
の
び
て
、
か
よ
ひ
た
ま
ふ
女
の
、
や
ど
有

け
れ
ば
、
過す
ぎ

行ゆ
き

給
ふ
と
て
、

　
　
　
　

 

あ
さ
ぼ
ら
け
霧き
り

た
つ
空そ
ら

の
ま
よ
ひ
に
も
ゆ
き
す
ぎ
が
た
き
い
も
が
か

ど
哉

　
　

と
、
い
ひ
入
け
れ
ば
、
内
よ
り
つ
か
ひ
を
出
し
て
、
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
　

 

た
ち
と
ま
り
霧き
り

の
ま
が
き
の
過す
ぎ

う
く
は
草く
さ

の
と
ざ
し
に
さ
は
り
し
も

せ
じ
（
19
丁
表
〜
20
丁
表
）

　

極
力
和
歌
の
直
前
に
詠
者
名
を
記
す
本
書
の
方
針
が
す
で
に
歌
集
的
で
あ
る

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
私
に
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
「
た
ち
と
ま
り
…
」
の
歌

の
詠
者
を
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
先
に
「
と
し
ご
ろ
し
の
び
て
、

か
よ
ひ
た
ま
ふ
女
」
と
あ
る
の
で
詠
者
名
は
不
要
な
わ
け
だ
が
、
あ
え
て
「
よ

み
人
し
ら
ず
」
と
、
ま
さ
に
歌
集
の
作
者
名
表
記
を
ま
ね
た
記
述
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
本
書
が
歌
集
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
表
記
は
こ
こ
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。　

五
　
場
面
の
詳
細
な
描
写
箇
所

　

さ
て
、
本
書
の
記
述
が
「
源
氏
物
語
歌
集
」
の
類
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
実
は
、
本
書
は
終
始
淡
々
と
詠
歌
状
況
の
簡
潔
な
説
明
と
詠
者

名
の
記
述
ば
か
り
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
と
し
て
、
な
か
な
か
詳
細
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八

な
場
面
の
描
写
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

一
例
を
挙
げ
る
。
若
紫
巻
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

 
げ
ん
じ
お
こ
り
を
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
て
、
北き
た

山
に
、
ひ
じ
り
の
住す
み

け
る
か
た

へ
、
お
は
し
け
り
、
御
ふ
う
を
奉
り
、
か
ぢ
し
け
り
、
お
こ
り
の
心
ま
ぎ

ら
は
し
給
は
ん
と
て
、
立
出
て
こ
ゝ
か
し
こ
見
わ
た
し
給
へ
は
、
僧そ
う

坊ば
う

お

ほ
き
中
に
、
こ
し
ば
が
き
の
う
ち
に
、
女
わ
ら
は
べ
、
わ
か
き
人
な
ど
み

ゆ
る
を
、
惟こ
れ

光み
つ

ば
か
り
御
と
も
に
て
、
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
西に
し

お
も
て
に
、

持ぢ

仏ぶ
つ

堂だ
う

あ
り
、
四
十
あ
ま
り
の
あ
ま
君
、
き
や
う
よ
み
ゐ
た
り
、
き
よ
げ

な
る
お
と
な
二
人
、
わ
ら
は
べ
出い
で

入い
り

遊あ
そ

ぶ
中
に
、
十と
を

ば
か
り
に
や
あ
ら
ん

と
見
え
て
、
白し
ろ

き
き
ぬ
着き

て
、
は
し
り
來き
た

る
む
す
め
、
あ
ま
た
見
へ
つ
る

わ
ら
わ
へ
に
、
似に

る
へ
く
も
な
く
、
う
つ
く
し
き
か
た
ち
な
り
、
こ
れ
な

ん
む
ら
さ
き
の
う
へ
に
て
お
は
し
け
り
、（
13
丁
表
〜
14
丁
表
）

　

こ
こ
に
は
北
山
で
の
若
紫
垣
間
見
場
面
が
か
な
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
源
氏
小
鏡
』（
前
掲
第
一
類
本
）
に
、

　
　

 

源
氏
十
七
の
と
し
、
わ
ら
は
や
み
を
し
て
、
き
た
や
ま
に
た
つ
と
き
ひ
し

り
あ
り
と
て
、
め
し
け
れ
と
も
、
京
へ
は
い
て
ぬ
事
と
て
ま
い
ら
す
。
さ

ら
は
と
て
、
き
た
山
ヘ
お
は
し
ま
す
。
か
の
ひ
し
り
、
か
ち
し
た
て
ま
つ

り
た
れ
は
、
お
こ
ら
せ
た
ま
は
す
。
な
を
の
こ
り
お
そ
ろ
し
と
て
、
そ
の

日
と
ゝ
ま
り
て
、
御
か
ち
な
と
に
ま
い
り
た
ま
ふ
。
つ
れ
〳
〵
な
れ
は
、

た
ち
い
て
ゝ
、
こ
ゝ
か
し
こ
の
そ
き
て
御
ら
ん
す
れ
は
、
女
の
す
め
る
と

こ
ろ
あ
り
。
な
に
事
に
か
は
と
お
ほ
し
て
、
の
そ
き
た
ま
へ
は
、
か
の
ひ

め
き
み
の
う
は
は
、
こ
の
お
こ
り
お
と
し
た
る
、
ひ
し
り
の
御
て
し
、
そ

う
つ
の
御
あ
ね
な
り
。
此
う
は
き
み
、
こ
ゝ
ち
な
や
み
た
ま
ふ
ほ
と
に
、

い
の
り
な
む
と
せ
ん
と
て
、
こ
の
山
に
お
は
し
ま
し
し
に
、
ひ
め
き
み
を

も
つ
れ
て
お
は
し
ま
し
た
る
を
、
の
そ
き
て
御
ら
ん
し
は
し
め
さ
せ
た
ま

ふ
。

と
あ
る
記
事
と
分
量
的
に
遜
色
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、『
源
氏
小
鏡
』
が
若

紫
の
祖
母
尼
君
の
素
姓
に
関
心
を
示
し
た
書
き
方
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
小

源
氏
』
の
方
が
若
紫
の
可
憐
な
様
子
に
注
目
し
て
い
て
印
象
鮮
明
で
あ
る
。
引

用
末
尾
の
「
こ
れ
な
ん
む
ら
さ
き
の
う
へ
に
て
お
は
し
け
り
」
と
い
う
一
文
も
、

本
書
に
は
珍
し
い
登
場
人
物
紹
介
の
言
葉
だ
が
、
そ
こ
に
は
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン

紫
の
上
に
対
す
る
作
者
の
思
い
入
れ
が
窺
え
る
。

　

こ
の
記
事
に
あ
た
か
も
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
の

が
、
御
法
巻
に
お
け
る
紫
の
上
臨
終
場
面
で
あ
る
。

　
　

 

紫
の
上
、
心
ち
い
と
苦く
る

し
く
な
り
侍
り
ぬ
と
て
、
御み

木き

丁て
う

引
よ
せ
て
、
ふ

し
た
ま
へ
る
さ
ま
の
、
常つ
ね

よ
り
も
た
の
も
し
げ
な
く
見
え
給
へ
ば
、
御
祈い
の
り

り
（
マ
マ
）の

使つ
か
ひ

ど
も
、
数か
ず

も
し
ら
ず
立
さ
は
ぎ
、
夜よ

一
夜
、
さ
ま
〴
〵
の
事
、
せ

さ
せ
た
ま
へ
ど
、
甲か

斐ひ

な
く
、
明あ
け

は
つ
る
ほ
ど
に
、
き
え
果は
て

給
ひ
ぬ
、
殿と
の

の
う
ち
、
さ
ら
に
物
お
ぼ
え
た
る
は
な
し
、
げ
ん
じ
は
、
ま
し
て
お
ぼ
し

し
づ
め
ん
か
た
な
し
、
夕
霧
の
大
将
、
参
り
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
と
り
お

こ
な
ひ
給
ふ
、
空む
な

し
き
御
か
ら
に
て
も
、
今
一
た
び
見
奉
ら
ん
と
て
、
御

木
丁
引
あ
げ
て
見
た
ま
ふ
、
過す
ぎ

し
こ
ろ
、
野の

分わ
き

の
あ
し
た
、
見
奉
り
給
ひ

し
こ
と
な
ど
、
お
ぼ
し
出い
で

て
、
夕
霧

　
　
　
　

 
い
に
し
へ
の
秋
の
ゆ
ふ
べ
の
恋こ
ひ

し
き
に
今
は
と
見
え
し
あ
け
ぐ
れ
の
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九

夢ゆ
め

（
30
丁
裏
〜
31
丁
裏
）

　

紫
の
上
の
臨
終
の
さ
ま
と
源
氏
の
放
心
、
亡
骸
に
対
面
す
る
夕
霧
の
心
中
な

ど
が
、簡
潔
な
が
ら
迫
真
的
に
描
か
れ
て
い
る
。『
源
氏
小
鏡
』（
同
前
）
に
は
、

　
　

 

か
く
て
日
を
へ
て
（
つ
ゝ
カ
）、お
も
り
て
、八
月
中
は
の
程
に
、か
く
れ
さ
せ
給
ふ
。

い
ん
の
御
心
の
う
ち
、
お
も
ひ
や
る
べ
し
。
も
や
に
い
り
給
へ
と
も
、
か

き
り
の
さ
ま
は
、
し
る
か
り
け
れ
は
、
御
く
し
お
ろ
さ
む
と
て
、
そ
の
さ

ほ
う
す
る
に
、
ふ
り
わ
け
か
み
の
む
か
し
よ
り
、
て
な
れ
給
ひ
て
、
い
ま

は
と
、
そ
き
お
ろ
し
け
ん
、
あ
け
く
れ
の
心
ま
よ
ひ
、
ゆ
め
う
つ
ゝ
、
わ

き
ま
へ
た
ま
は
す
。
日
こ
ろ
、
な
れ
つ
か
う
ま
つ
り
し
人
々
、
さ
ら
に
お

も
ひ
わ
く
か
た
も
な
く
て
、
も
の
お
ぼ
え
た
る
物
、
一
に
ん
も
な
し
。
な

か
〳
〵
ゐ
ん
そ
、
心
つ
よ
く
も
て
な
し
給
ひ
て
、
大
し
や
う
の
き
み
に
、

の
た
ま
ひ
あ
は
せ
て
、
こ
と
ゝ
も
、
お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
大
し
や

う
、
む
か
し
、
の
わ
き
の
あ
さ
か
と
よ
、
か
せ
の
ま
き
れ
に
、
の
そ
き
て

見
た
て
ま
つ
り
し
御
あ
さ
か
ほ
は
、
い
か
な
ら
む
よ
に
も
、
お
ほ
け
な
く

お
も
ふ
ま
て
は
、
な
か
り
し
か
と
も
、
わ
す
れ
か
た
く
、
お
も
ひ
た
て
ま

つ
り
し
か
は
、
い
ま
な
ら
て
、
（
と
カ
）お
ほ
し
て
、
な
に
心
な
く
、
う
ち
ふ
し
給

へ
る
御
か
ほ
を
、つ
く
〳
〵
と
、ま
ほ
り
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、い
と
ゝ

ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
心
ち
し
て
、
む
な
し
き
御
か
ら
を
、
わ
か
た
ま
し
ゐ
の
、

し
み
い
る
心
ち
せ
し
そ
、
わ
り
な
か
り
し
。

と
あ
っ
て
、
本
書
よ
り
も
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、「
な
か
〳
〵
ゐ
ん
そ
、

心
つ
よ
く
も
て
な
し
給
ひ
て
、
大
し
や
う
の
き
み
に
、
の
た
ま
ひ
あ
は
せ
て
、

こ
と
ゝ
も
、お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
」
云
々
に
は
や
や
脚
色
が
あ
り
、本
書
の
「
げ

ん
じ
は
、
ま
し
て
お
ぼ
し
し
づ
め
ん
か
た
な
し
、
夕
霧
の
大
将
、
参
り
た
ま
ひ

て
、
よ
ろ
づ
と
り
お
こ
な
ひ
給
ふ
」
の
方
が
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
近
い
よ
う

だ
。

　

紫
の
上
に
関
わ
る
場
面
と
言
え
ば
、
葵
巻
の
髪
削
ぎ
の
場
面
も
、
本
書
で
は
、

　
　

 

む
ら
さ
き
の
う
へ
の
御
ぐ
し
、
つ
ね
よ
り
も
き
よ
ら
に
見
ゆ
る
を
、
か
き

な
で
た
ま
ひ
て
、
け
ふ
は
よ
き
日
な
り
、
御
ぐ
し
そ
ぎ
た
ま
へ
と
て
、
み

づ
か
ら
た
ち
よ
り
て
、
い
か
に
お
ひ
や
ら
ん
と
す
ら
ん
と
、
そ
ぎ
わ
づ
ら

ひ
た
ま
ふ
、
海み

松る

な
ど
、
か
み
に
は
さ
み
て（
６
）、
千ち

尋ひ
ろ

と
い
は
ひ
き
こ
へ
た

ま
ふ
、
げ
ん
じ

　
　
　
　

 

は
か
り
な
き
ち
ひ
ろ
の
そ
こ
の
み
る
ぶ
さ
の
お
ひ
ゆ
く
す
ゑ
は
わ
れ

の
み
ぞ
み
ん

　
　

む
ら
さ
き
の
う
へ

　
　
　
　

 

ち
ひ
ろ
と
も
い
か
で
か
し
ら
ん
さ
だ
め
な
く
み
ち
ひ
る
し
ほ
の
の
ど　
　
　
　

け
か
ら
ぬ
に
（
34
丁
表
〜
34
丁
裏
）

と
あ
っ
て
、
会
話
文
を
用
い
な
ど
し
て
や
や
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
作
者
は
か
な
り
紫
の
上
に
思
い
入
れ
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

た
だ
し
、
明
石
巻
に
、

　
　

 

明あ
か

石し

の
上
へ
、
か
よ
ひ
給
ふ
事
、
紫む
ら
さ
き

の
上う
へ

聞き
ゝ

た
ま
ひ
て
、
う
ら
み
た
ま
へ

る
御
文
あ
り
、
源
氏
の
か
た
よ
り
、
か
さ
ね
て

　
　
　
　

 

し
ほ
〴
〵
と
ま
づ
ぞ
な
か
る
ゝ
か
り
そ
め
の
み
る
め
は
あ
ま
の
す
さ

み
な
れ
ど
も
（
63
丁
表
）

と
あ
る
の
は
誤
解
で
、
源
氏
は
、
風
の
便
り
に
紫
の
上
の
耳
に
入
る
こ
と
を
恐
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十

れ
て
自
ら
明
石
の
君
と
の
こ
と
を
告
白
し
た
の
で
あ
る
。
紫
の
上
贔
屓
ゆ
え
の

思
い
違
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

他
に
、
本
書
で
目
立
っ
た
詳
し
い
描
写
と
し
て
は
、
胡
蝶
巻
冒
頭
の
、

　
　

 
や
よ
ひ
、
は
つ
か
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
紫む
ら
さ
き

の
上
の
御
ま
へ
の
あ
り
さ
ま
、

つ
ね
よ
り
こ
と
に
、
花は
な

の
色い
ろ

、
鳥と
り

の
声こ
ゑ

、
め
づ
ら
し
う
、
見
へ
き
こ
ゆ
、

ほ
か
は
、
さ
か
り
過す
ぎ

た
る
桜さ
く
ら

も
、
今
さ
か
り
に
、
ほ
ゝ
ゑ
み
、
ら
う
を
め

ぐ
れ
る
、
藤ふ
ぢ

の
色い
ろ

も
、
こ
ま
や
か
に
、
池い
け

の
水
に
、
か
げ
を
う
つ
し
た
る
、

や
ま
ぶ
き
、
峯み
ね

よ
り
こ
ぼ
れ
て
、
い
み
じ
き
盛さ
か
り

な
り
、
龍り
や
う

頭ど
う

鷁げ
き

首し
ゆ

の
舟ふ
ね

つ

く
ら
せ
、
池い
け

に
う
か
へ
さ
せ
給
ふ
、
女に
よ
う

房ば
う

た
ち
は
、
中な
か

嶋じ
ま

の
入い
り

江え

に
舟ふ
ね

さ

し
よ
せ
て
見
給
ふ
（
96
丁
裏
〜
97
丁
表
）

と
あ
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
を
巧
み
に
写
し
た
六
条
院
の
春
の
御
殿
の
庭
の
描

写
や
、
真
木
柱
巻
の
、

　
　

 

ひ
げ
黒ぐ
ろ

の
大だ
い

将し
や
う

の
、
も
と
の
き
た
の
か
た
、
父ち
ゝ

の
か
た
へ
、
か
へ
り
給
ふ

と
て
、
出
た
ち
給
へ
は
、
姫ひ
め

君
も
お
な
じ
く
出
た
ま
ふ
と
て
、
つ
ね
に
よ

り
ゐ
た
ま
ふ
、
ひ
ん
が
し
お
も
て
の
は
し
ら
を
、
人
に
ゆ
づ
る
心こ
ゝ

地ち

し
た

ま
ふ
も
あ
は
れ
に
て
、
姫ひ
め

君
ひ
は
だ
色い
ろ

の
紙か
み

に
哥
を
書か
き

て
、
は
し
ら
の
ひ

わ
れ
た
る
は
ざ
ま
に
、
か
う
が
い
の
さ
き
に
て
、
を
し
い
れ
た
ま
ふ

　
　
　
　

 

今
は
と
て
や
ど
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
ま
き
の
は
し
ら
は
我
を
わ

す
る
な
（
111
丁
裏
〜
112
丁
表
）

と
い
う
、
真
木
柱
の
姫
君
が
家
を
出
る
場
面
の
記
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
小
源
氏
』
は
、
基
本
的
に
は
物
語
歌
集
に
近
い
和
歌
中
心

の
簡
略
な
記
述
を
旨
と
し
つ
つ
も
、
所
々
に
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
要
領
よ

く
ま
と
め
た
や
や
詳
細
な
記
述
も
す
る
、
梗
概
書
と
物
語
歌
集
と
の
あ
わ
い
に

あ
る
個
性
的
な
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
　
作
中
人
物
の
呼
称
等
に
つ
い
て

　

本
書
で
は
、
作
中
人
物
の
呼
称
は
、
概
ね
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
と
し

て
穏
当
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
光
源
氏
は
、
身
分
・
立

場
は
変
わ
っ
て
も
最
後
ま
で
「
源
氏
」、
紫
の
上
は
若
紫
巻
か
ら
ず
っ
と
「
紫

の
上
」
で
あ
る
。
呼
称
が
変
わ
る
の
は
、
正
編
で
は
、「
斎
宮
」
か
ら
「
秋
好

中
宮
」
に
変
わ
る
六
条
御
息
所
の
娘
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
女
三
の
宮
は
出
家

後
も
「
女
三
の
宮
」
な
い
し
「
女
三
」、そ
の
姉
は
「
女
二
の
宮
」
な
い
し
「
女

二
」
で
、
一
般
的
な
「
落
葉
の
宮
」
の
呼
称
は
用
い
ら
れ
な
い
。

　

続
編
の
宇
治
十
帖
で
は
、
登
場
人
物
の
呼
称
が
通
常
と
は
異
な
る
こ
と
が
多

い
。「
薫
」「
匂
宮
」「
八
の
宮
」
な
ど
は
終
始
そ
の
呼
称
で
変
わ
る
こ
と
は
な

い
。
特
徴
的
な
の
は
、
八
の
宮
の
娘
た
ち
で
あ
る
。
普
通
、
八
の
宮
の
三
人
の

娘
は
、「
大
君
」「
中
の
君
」「
浮
舟
」
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
で
は
、

「
大
君
」「
中
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
大
君
は
「
姉
君
」、
中
の
君

は
「
妹
の
君
」
な
い
し
「
姫
君
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
浮
舟
は
、
最
初
に
登

場
す
る
寄
生
巻
か
ら
次
の
東
屋
巻
ま
で
は
「
東
屋
の
君
」
と
呼
ば
れ
、
浮
舟
巻

か
ら
「
浮
舟
」
の
呼
称
に
変
わ
る
。「
手
習
の
君
」
と
い
う
呼
称
は
古
系
図
な

ど
に
見
え
る
が
、「
東
屋
の
君
」
は
他
に
知
ら
な
い
。
何
か
典
拠
と
し
た
文
献

が
あ
っ
た
の
な
ら
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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十
一

　

人
物
の
呼
称
と
は
別
に
、
宇
治
十
帖
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
珍
し
い
固
有
名
詞

が
出
て
く
る
。
宇
治
の
平
等
院
で
あ
る
。
椎
本
巻
の
冒
頭
に
、

　
　

 
き
さ
ら
ぎ
廿
日
の
ほ
ど
、
匂に
ほ
ふ

宮み
や

初は
つ

瀬せ

に
ま
ふ
で
た
ま
ふ
、
御
か
へ
り
に
、

平び
や
う

等ど
う

院ゐ
ん

に
立
寄よ
り

給
ふ
、（
53
丁
表
）

と
あ
り
、
手
習
巻
の
冒
頭
に
も
、

　
　

 

浮う
き

舟ふ
ね

は
、
平び
や
う

等ど
う

院ゐ
ん

の
う
し
ろ
の
木こ

の
下も
と

に
、
い
き
も
た
え
〴
〵
に
て
、
ふ

し
て
お
は
し
け
る
を
、
横よ

川か
は

の
僧そ
う

都づ

、
車く
る
ま

に
の
せ
て
、
小を

野の

と
い
ふ
所と
こ
ろ

へ
、

い
ざ
な
ひ
、
か
ぢ
な
ど
し
給
ひ
て
、
や
う
〳
〵
い
き
出い
で

た
ま
ふ
、（
89
丁

裏
〜
90
丁
表
）

と
あ
る
。
平
等
院
は
道
長
の
別
荘
宇
治
殿
を
継
承
し
た
頼
通
が
永
承
七
年
（
一

〇
五
二
）
に
寺
と
し
て
創
建
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』

に
そ
の
名
は
見
え
な
い
。『
源
氏
物
語
』
本
文
で
は
、
椎
本
巻
に
は
「
六
条
院

よ
り
伝
は
り
て
、
右
大
殿
し
り
た
ま
ふ
所
」
と
あ
っ
て
、
光
源
氏
か
ら
受
け
継

い
で
夕
霧
が
領
有
し
て
い
る
所
と
言
い
、
手
習
巻
に
は
「
故
朱
雀
院
の
御
領
に

て
宇
治
院
と
い
ひ
し
所
」
と
あ
っ
て
、
両
者
は
別
の
建
物
で
あ
る
は
ず
だ
が
、

本
書
で
は
ど
ち
ら
も
「
平
等
院
」
と
す
る
。
明
ら
か
に
錯
誤
で
は
あ
る
が
、
お

そ
ら
く
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
研
究
史
に
お
け
る
准
拠
論
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

『
花
鳥
余
情（
７
）』

に
は
、
椎
本
巻
の
記
事
に
関
し
て
、
こ
の
邸
は
も
と
河
原
左
大

臣
源
融
の
別
業
で
、
後
に
六
条
左
大
臣
源
雅
信
の
所
領
と
な
っ
た
の
を
道
長
が

買
い
取
っ
て
別
荘
に
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
「
宇
治
関
白
の
代
に
な
り
て
永
承

七
年
に
寺
に
な
さ
れ
て
法
華
三
昧
を
修
せ
ら
れ
平
等
院
と
な
つ
け
侍
り
」
と
言

い
、「
六
条
左
大
臣
よ
り
御
堂
関
白
に
つ
た
は
り
た
る
を
六
条
院
よ
り
つ
た
は

り
て
と
は
か
き
な
し
侍
る
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
手
習
巻
の
記
事
に
関
し
て

は
、『
河
海
抄（
８
）』

に
、「
平
等
院
建
立
以
前
有
宇
治
院
号
歟
可
引
勘
」
と
あ
り
、『
花

鳥
余
情
』
は
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
陽
成
天
皇
が
宇
治
院
で
遊
猟
し
た
と
い

う
『
吏
部
王
記
』
の
記
事
と
、天
慶
八
年
（
九
四
五
）
に
朱
雀
院
（
宇
多
法
皇
）

が
宇
治
院
萱
原
庄
の
後
院
に
逗
留
し
た
こ
と
を
記
す
文
書
を
引
用
し
て
、「
今

案
朱
雀
院
は
寛
平
法
皇
を
申
也
そ
れ
を
此
物
か
た
り
の
朱
雀
院
に
か
き
な
せ
る

な
り
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
証
に
よ
り
、
椎
本
巻
の
別
荘
も
手
習
巻

の
故
朱
雀
院
の
御
領
で
あ
る
宇
治
院
も
同
一
で
あ
る
と
し
て
、
と
も
に
平
等
院

の
こ
と
だ
と
い
う
理
解
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
小
源
氏
』
は
『
源
氏
物
語
』

の
成
立
年
代
を
無
視
し
た
か
、「
今
の
平
等
院
」
の
つ
も
り
で
「
平
等
院
」
と

記
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
源
氏
大
鏡
』（
前
掲
第
一
類
本
）

に
は
、
手
習
巻
に
「
宇
治
院
と
い
ふ
所
に
中
宿
し
た
り
」
と
あ
る
箇
所
に
「
平

等
院
な
り
」
と
割
注
が
あ
る
。
本
書
の
記
述
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
本
書
『
小
源
氏
』
は
、
梗
概
書
で
は
あ
り
な
が
ら
、

基
本
的
に
詠
歌
場
面
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
、
和
歌
の
詠
作
状
況
の
簡
潔
な
説

明
と
詠
作
者
の
明
示
を
重
視
し
て
お
り
、
か
な
り
「
源
氏
物
語
歌
集
」
に
近
い

趣
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
梗
概
書
と
「
源
氏
物
語
歌
集
」
と
の

あ
わ
い
に
あ
る
作
品
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
登
場
人
物
の
紹
介
は
ほ
と
ん
ど
な
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く
、重
要
な
事
件
に
つ
い
て
さ
え
取
り
立
て
て
言
及
し
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、

『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
が
な
い
読
者
に
は
理
解
し
が
た
い

面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
妙
に
詳
し
い
場
面
描
写
を
行
う

こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
作
者
の
興
味
や
嗜
好
が
窺
わ
れ
る
、
か
な
り
特
異
な

個
性
を
持
つ
梗
概
書
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
伝
来
や
享
受
の
実
態
を
知

る
た
め
に
も
、
類
似
伝
本
の
発
見
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
」『
源
氏
物
語
①
〜
⑥
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
和
歌
の
後
の
３
桁
の

番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号
で
あ
る
。

（
２
）
引
用
は
、「
古
典
文
庫
」
508
、
石
田
穣
二
・
茅
場
康
雄
編
『
源
氏
大
鏡
〔
訂

正
版
〕』（
平
成
元
年　

古
典
文
庫
）
に
よ
る
。
句
読
点
を
一
部
改
変
し
た
。

以
下
、
同
じ
。

（
３
）
引
用
は
、「
刻翻
平
安
文
学
資
料
稿
」
第
三
期
別
巻
一
、
稲
賀
敬
二
・
妹
尾

好
信
校
『
佚
名 

源
氏
物
語
梗
概
書
（
広
島
大
学
蔵
）』
上
（
平
成
11
年　

広
島

平
安
文
学
研
究
会
）
に
よ
る
。

（
４
）
引
用
は
、
岩
坪
健
編
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』（
平
成
17
年　

和
泉

書
院
）
に
翻
刻
さ
れ
た
第
一
類
・
京
都
大
学
本
（
伝
持
明
院
基
春
筆
）
に

よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
５
）
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語 

注
釈
書
・
享
受
史
事
典
』（
平
成
13
年　

東

京
堂
出
版
）。

（
６
）「
海み

松る

な
ど
、
か
み
に
は
さ
み
て
」
と
い
う
描
写
は
『
源
氏
物
語
』
本
文

に
は
な
い
。『
河
海
抄
』
に
、「
か
み
そ
き
の
具
足
に
海
松
を
用
也
」
と
あ

る
古
注
の
理
解
に
影
響
を
受
け
た
表
現
か
も
知
れ
な
い
。

（
７
）
引
用
は
、
伊
井
春
樹
編
「
源
氏
物
語
古
注
集
成
」
１
『
松
永
本 

花
鳥
余
情
』

（
昭
和
53
年　

桜
楓
社
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
８
）
引
用
は
、
玉
上
琢
彌
編
、
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
『
紫
明
抄 

河
海
抄
』

（
昭
和
43
年　

角
川
書
店
）
に
よ
る
。
注
（
６
）
の
引
用
も
同
じ
。
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十
三

A Study on “Ko-geiji”: 
Between the Summary of “The Tale of Genji” and 

the Collection of Poems 

Yoshinobu SENO

　　 In this paper, I will introduce a manuscript titled “Ko-geiji.” It is a summary statement on 

“The Tale of Genji” thought to have been written in the early Edo period. It comprises two 

volumes, but the summary statement portion is small and brief. At first glance, it includes a 

conspicuously large number of Japanese poems, and we find the summary statement to have been 

edited with a plan to comprehensively cover Japanese poetry.

　　 Although this book is a summary statement, it basically focuses only on scenes in which 

Japanese poems have been composed, and on briefly explaining the circumstances in which the 

poems have been composed as well as identifying the authors. In that sense, it can be said that it is 

a work in between a summary statement and poetry collection. As few characters are introduced, 

and there are cases where important events are not mentioned, readers who do not have basic 

knowledge of “The Tale of Genji” might be lost. On the other hand, it sometimes describes scenes 

in detail; however, this depends on the interest and preferences of the author. Thus, the book can be 

construed as a uniquely personalized summary statement.




