
三
五

 　
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
は
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
奥
が
深
い
。
先
行
す
る
物
語

や
漢
詩
・
和
歌
・
歌
謡
な
ど
を
効
果
的
に
血
肉
化
し
つ
つ
、
独
自
の
表
現
世
界

が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
読
む
側
を
し
て
そ
の
重
層
的
な
言
葉
の
森
の
な
か
に
さ

迷
わ
せ
る 

― 

そ
れ
が
こ
の
作
品
の
醍
醐
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

 　

梅
枝
巻
に
み
え
る
「
火
取
（
ひ
と
り
）」「
鉄
臼
（
か
な
う
す
）」
と
い
う
言

葉
に
ま
つ
わ
っ
て
、
別
に
論
じ
た
こ
と
だ
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
世
界
と
の

交
差
も
注
目
さ
れ
る
。（
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
光
源
氏
体
制
と
は
何
で
あ
っ
た

か 

― 『
う
つ
ほ
物
語
』の
産
養
か
ら
み
る
、
梅
枝
・
藤
裏
葉
・
若
菜
上
巻
」『
新

時
代
へ
の
源
氏
学
』3
、
竹
林
舎
、
二
〇
一
五
年
に
拠
ら
れ
た
い
）。
以
下
に
、

す
こ
し
だ
け
前
稿
を
振
り
返
っ
て
お
く
。 

 　
「
火
取
」
は
、
薫
物
の
た
め
の
小
道
具
だ
。
梅
枝
巻
の
巻
頭
は
、
華
や
か
な

薫
物
（
た
き
も
の
）
合
わ
せ
へ
の
期
待
で
幕
が
あ
げ
ら
れ
た
。
光
源
氏
が
六
条

院
の
女
君
た
ち
（
紫
の
上
、
明
石
の
君
・
花
散
里
な
ど
）
に
、
薫
物
合
わ
せ
の

た
め
の
準
備
を
依
頼
す
る
場
面
。 

 　

香
ど
も
は
、
昔
今
の
取
り
並
べ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
方
々
に
配
り
た
て

ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。「
二
種
づ
つ
合
わ
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
、
聞
こ
え
さ

せ
た
ま
へ
り
。
贈
り
物
、
上
達
部
の
禄
な
ど
、
世
に
な
き
さ
ま
に
、
内
に

も
外
に
も
事
し
げ
く
営
み
た
ま
ふ
に
そ
へ
て
、
方
々
に
選
り
と
と
の
へ

て
、
鉄
臼
の
音
か
し
が
ま
し
き
こ
ろ
な
り
。 

  

（
梅
枝　

三
九
六
頁
。
小
学
館
・
全
集
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
） 

 　

光
源
氏
が
主
導
す
る
形
で
、
六
条
院
の
内
外
で
は
明
石
の
姫
君
の
裳
着
に
む

け
て
、「
贈
り
物
」や「
禄
」の
準
備
で
大
賑
わ
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
今
、

女
君
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
居
所
で
は
、
光
源
氏
の
要
請
に
応
じ
て
薫
物
の
調
合
が

始
め
ら
れ
、「
鉄
臼
」の
音
で
喧

か
ま
び
すし
い
。
こ
の「
鉄
臼
」も
諸
注
が
言
う
と
お
り
、

薫
物
の
調
合
の
た
め
に
用
い
る
用
具
の
こ
と
。 

 　
「
火
取
」
は
、
明
石
の
姫
君
の
裳
着
の
た
め
に
光
源
氏
が
準
備
し
た
調
度
品

の
中
に
も
見
え
る
。 

 　

御
調
度
ど
も
も
、
そ
こ
ら
の
き
よ
ら
を
尽
く
し
た
ま
へ
る
中
に
も
、
香

『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界 

―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
か
な
た
へ 

 

小　

嶋　

菜
温
子 



三
六

壺
の
御
箱
ど
も
の
や
う
、
壺
の
姿
、　
　
　

の
心
ば
へ
も
目
馴
れ
ぬ
さ

ま
に
、
今
め
か
し
う
、
や
う
変
へ
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
所
ど
こ
ろ
の
心
を

尽
く
し
た
ま
へ
ら
む
匂
ひ
ど
も
の
、
す
ぐ
れ
た
ら
む
ど
も
を
、
嗅
ぎ
合
わ

せ
て
入
れ
ん
と
思
す
な
り
け
り
。 

  

（
梅
枝
、
三
九
七
） 

 　

美
麗
を
尽
く
し
た
「
香
壺
の
御
箱
」
や
「
壺
」。
そ
れ
ら
に
交
っ
て
、「
火
取
」

は
や
や
地
味
な
存
在
と
い
え
よ
う
か
。 

 　

し
か
し「
火
取
」と
い
え
ば
、
忌
ま
わ
し
い
記
憶
も
蘇
る
。
梅
枝
巻
の
前
段
、

真
木
柱
巻
に
語
ら
れ
た
、
髭
黒
と
そ
の
北
の
方
と
の
あ
い
だ
の
夫
婦
喧
嘩
の
際

に
、
北
の
方
が
夫
に
向
か
っ
て
「
火
取
」
の
灰
を
ぶ
ち
ま
け
た
場
面
が
そ
れ
で

あ
っ
た
。
あ
の
忌
ま
わ
し
い
場
面
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
梅
枝
巻
の「
火
取
」

は
豪
奢
な
道
具
立
て
の
一
つ
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
、
実
に
対
照
的
だ

（「
火
取
」
は
そ
の
ほ
か
で
は
、
鈴
虫
巻
に
描
か
れ
る
の
み
で
あ
る
）。 

 　

そ
し
て
女
君
た
ち
に
依
頼
し
て
お
い
た
薫
物
が
光
源
氏
の
も
と
で
披
露
さ
れ

る
、
薫
物
合
わ
せ
の
日
。 

 　
「
こ
れ
か
れ
分
か
せ
た
ま
へ
。
誰
に
か
見
せ
ん
」と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、

御
火
取
ど
も
召
し
て
試
み
さ
せ
た
ま
ふ
。「
知
る
人
に
も
あ
ら
ず
や
」

と
卑
下
し
た
ま
へ
ど
、
言
ひ
知
ら
ぬ
匂
ひ
ど
も
の
、
進
み
、
後
れ
た
る
、

香
一
種
な
ど
が
、
い
さ
さ
か
の
咎
を
わ
き
て
、
あ
な
が
ち
に
劣
り
ま
さ
り

の
け
ぢ
め
を
お
き
た
ま
ふ
。 

  

（
梅
枝
、
四
〇
〇
） 

 　

い
よ
い
よ
、
先
に
光
源
氏
が
準
備
し
た
「
火
取
」
の
出
番
で
あ
る
。
判
者
と

し
て
呼
ば
れ
た
蛍
兵
部
卿
は
謙
遜
し
つ
つ
も
、
女
君
た
ち
か
ら
届
け
ら
れ
た

種
々
の
薫
物
を
的
確
に
嗅
ぎ
分
け
て
判
じ
る
。
光
源
氏
の
六
条
院
が
、
典
雅
な

文
化
的
空
間
と
し
て
評
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
（
河
添
房
江
「
梅
枝
巻
と
唐

物 

― 

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
薫
者
と
手
本
」（『
源
氏
物
語
時
空
論
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）。 

 　

東
宮
へ
の
入
内
を
控
え
て
の
、
姫
君
の
裳
着
を
華
麗
に
演
出
す
る
た
め
の
薫

物
合
わ
せ
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
重
要
な
調
度
品 

― 

梅
枝
巻
の
「
火
取
」
の

か
な
た
に
は
、
皇
子
誕
生
か
ら
産
養
と
い
う
、「
光
源
氏
体
制
」
の
総
仕
上
げ

の
光
景
が
遠
望
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ

る
の
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
あ
っ
た
。 

 　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
す
で
に
、
重
要
な
局
面
に
お
い
て
「
火
取
」
が

登
場
し
て
い
た
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
語
終
盤
の
山
場
で
あ
る
、

い
ぬ
宮
の
産
養
の
場
面
で
の
例
で
あ
っ
た
。
女
一
宮
（
朱
雀
帝
の
皇
女
）
を
母

と
す
る
い
ぬ
宮
の
誕
生
は
、
俊
蔭
一
族
の
琴
の
相
伝
を
完
成
す
る
契
機
に
違
い

な
い
。
左
は
、
い
ぬ
宮
の
た
め
の
産
養
記
事
で
あ
る
。 

 　

＊
衣え

ひ

丁
子
・
鉄
臼

  

に
入
れ
て
搗つ

か
せ
給
ふ
。
練
り
絹
を
、
綿
入
れ

て
、
袋
に
縫
は
せ
給
ひ
つ
つ
、
一
袋
づ
つ
入
れ
て
、
間
ご
と
に
、
御
簾
に

添
へ
て
懸
け
さ
せ
給
ひ
て
、
大
い
な
る
白
銀
の
狛
犬
四
つ
に
、
腹
に
、
同

火
取



三
七

じ
薫
炉

据
ゑ
て
、
香
の
合
わ
せ
の
薫
物
絶
え
ず
薫た

き
て
、
御
帳
の

隅
々
に
据
ゑ
た
り
。
廂
の
わ
た
り
に
は
、
大
い
な
る
薫
炉
に
、
よ
き

ほ
ど
に
埋
み
て
、よ
き
沈
・
合
は
せ
薫
物
、
多
く
焼く

べ
て
、
籠
覆
ひ
つ
つ
、

あ
ま
た
据
ゑ
わ
た
し
た
り
。
御
帳
の
帷
子
・
壁
代
な
ど
は
、
よ
き
移
し
ど

も
に
入
れ
染
め
た
れ
ば
、
そ
の
お
と
ど
の
あ
た
り
は
、
よ
そ
に
て
も
、
い

と
香
ば
し
。
ま
し
て
、
内
に
は
、
さ
ら
に
も
言
は
ず
。
し
る
し
ば
か
り
う

ち
ほ
の
め
く
蒜
の
香
な
ど
は
、
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。 

  
（
蔵
開
・
上
、
四
八
〇
―
四
八
一
） 

 　

い
ぬ
宮
の
産
養
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
室
城
秀
之
氏
が
詳
細
に
論
じ
る
と

お
り
だ
（
室
城
秀
之
「
蔵
開
・
上
の
い
ぬ
宮
の
産
養
関
係
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」

『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
。
小
嶋
「『
う
つ

ほ
物
語
』
い
ぬ
宮
の
産
養
と
「
鶴
」「
雉
」「
鯉
」」『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕　

王
朝
文
化
史
論
』
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）。
こ
の
重
要
な
場
面
に

お
い
て
、「
薫
炉
（
火
取
）」
さ
ら
に
は
「
鉄
臼
」
に
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
（「
鉄
臼
」
と
い
う
言
葉
が
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
出

て
く
る
の
は
、
冒
頭
で
引
用
し
た
梅
枝
巻
の
一
例
だ
け
）。 

 　

こ
う
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
展
開
を
遠
景
に
置
く
な
ら
ば
、
明
石
の
姫
君

の
裳
着
に
先
立
つ
薫
物
合
わ
せ
の
た
め
の
「
火
取
」「
鉄
臼
」
に
は
、
き
た
る

べ
き
明
石
姫
君
の
皇
子
誕
生
そ
し
て
産
養
を
予
見
さ
せ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。 

 　

と
こ
ろ
が
『
源
氏
物
語
』
は
、
明
石
姫
君
の
皇
子
誕
生
か
ら
産
養
を
語
る
若

菜
上
巻
に
い
た
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
産
養
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
薫
物
の

シ
ー
ン
は
省
か
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
火
取
」「
鉄
臼
」
が
再
度
登
場
す
る
こ

と
も
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
の
だ
。 

 　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
石
一
族
の
〈
血
の
劣
り
〉
の
問
題
が
介
在
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
裳
着
以
前
の
姫
君
の
た
め
の
儀
式
は
、
極
力
控
え
気
味
に
描
か
れ
て

き
た
が
、
皇
子
の
た
め
の
産
養
は
一
段
と
盛
儀
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
の
盛
儀
は
華
麗
な
王
朝
風
俗
の
装
い
を
取
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
公
式

的
な
儀
式
次
第
に
沿
っ
て
粛
々
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
表

現
世
界
に
お
い
て
、
明
石
一
族
の
〈
血
の
劣
り
〉
が
巧
み
に
隠
蔽
さ
れ
、
克
服

さ
れ
て
い
く
そ
の
機
微
を
、
こ
こ
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
阿
部

秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
。
小
嶋
「
明

石
と
か
ぐ
や
姫
」（『
源
氏
物
語
批
評
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
語

ら
れ
な
い
産
養 

― 

明
石
姫
君
の
五
十
日
・
袴
着
・
裳
着
、そ
し
て
立
后
」（『
源

氏
物
語
の
性
と
生
誕
』
前
掲
）。 

 　

父
・
桐
壺
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
た
第
二
皇
子
、
光
る
君
。
悲
劇
の
皇
子

で
あ
っ
た
主
人
公
の
光
源
氏
は
、
砂
上
の
楼
閣
の
ご
と
き
王
国
・
六
条
院
に
生

き
た
（
小
嶋
「
六
条
院
と
女
楽
」（『
源
氏
物
語
批
評
』）、
同
「
光
源
氏
の
〈
家
〉

と〈
血
〉の
閉
塞 

― 

横
笛
・
鈴
虫
巻
の
月
と
音
楽
」『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
』

前
掲
）。
そ
の
砂
上
の
時
空
の
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
明
石
一
族
の
物
語
が
、『
う

つ
ほ
物
語
』の
表
現
世
界
の
か
な
た
に
存
立
し
え
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 




