
1 序

序
本
書
は
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
絵
画
化
の
様
相
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
軸
と
す
る
の
は
、
夕
霧

の
物
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。

物
語
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
表
現
自
体
の
意
味
や
役
割
を
考
え
る
よ
り
も
、
語
る
内
容
を
取
捨
し
、
如
何
に
印
象
付
け
て
語
る
の
か
と

い
う
物
語
の
表
現
方
法
に
着
眼
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
た
と
え
同
一
の
表
現
や
事
柄
で
あ
っ
て
も
巻
や
作
中
人
物
ご
と
に
異
な
る
文
脈
を

形
成
し
た
り
、
人
物
像
や
位
置
付
け
が
転
じ
た
り
、
和
歌
や
史
実
な
ど
の
引
用
の
仕
方
が
違
っ
た
り
と
、
物
語
展
開
の
中
で
そ
の
位
相
が

大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
恣
意
や
偶
然
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
狙
い
を

読
み
解
く
こ
と
に
関
心
を
抱
く
か
ら
だ
。
本
書
で
は
、
物
語
の
表
現
に
見
ら
れ
る
意
識
的
な
偏
り
や
傾
向
か
ら
作
中
人
物
や
表
現
、
引
用

な
ど
の
役
割
の
差
異
や
変
容
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
の
企
図
や
表
現
構
造
、
長
編
化
を
支
え
る
物
語
の
論
理
に
迫
り
た
い
。

と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
子
ど
も
と
そ
の
成
長
を
め
ぐ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の
点
で
重
視
さ
れ
る
の
が
、
夕
霧
の
存
在
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
人
物
論
の
研
究
史
を
試
み
に
振
り
返
る
と
、
正
編
で
は
光
源
氏
、
そ
し
て
、
紫
の
上
や
藤
壺
と
い
っ
た
源
氏
と
関
係
を
持
つ

女
君
に
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
明
石
一
族
や
内
大
臣
家
、
右
大
臣
家
な
ど
、
源
氏
を
補
完
し
た
り
、
彼
と
対
峙
し
た
り

す
る
家
の
人
物
た
ち
に
つ
い
て
も
同
様
に
研
究
の
進
展
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
続
編
で
は
、
薫
と
匂
宮
を
は
じ
め
、
大
君
・
中
君
・

浮
舟
、
果
て
は
八
宮
や
女
一
宮
ま
で
研
究
が
重
ね
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
。
正
編
と
宇
治
十
帖
と
で
は
物
語
の
構
造
自
体
が
違
う
た
め
一
概

に
は
扱
え
な
い
が
、
宇
治
十
帖
に
お
い
て
は
夕
霧
よ
り
も
登
場
機
会
や
物
語
へ
の
関
与
の
程
度
な
ど
で
は
る
か
に
及
ば
な
い
人
物
ま
で
も

論
述
の
対
象
と
な
る
。
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明
石
姫
君
と
並
び
朱
雀
院
家
と
の
紐
帯
を
確
保
し
た
こ
と
は
予
言
さ
れ
た
太
政
大
臣
へ
の
道
に
寄
与
す
る
と
さ
れ
る
他
（
（（
（

、
源
氏
と
紫
の
上

の
関
係
と
と
も
に
、
第
二
部
の
物
語
で
は
男
性
が
恋
愛
や
結
婚
を
主
導
で
き
ず
、
亀
裂
が
深
ま
る
皮
肉
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
（
（（
（

。
或
い
は

第
二
部
前
半
で
の
柏
木
と
女
三
宮
の
物
語
が
夕
霧
と
落
葉
宮
に
も
引
用
・
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
女
性
た
ち
の
苦
悩
や
悲
嘆
が
照
ら
し

返
さ
れ
、
そ
の
主
題
は
宇
治
十
帖
に
も
引
き
継
が
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
（（
（

。
ま
た
、「
夕
霧
」
巻
の
「
ぬ
り
ご
め
」
は
開
け
ら
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
、
源
氏
と
藤
壺
の
時
の
よ
う
な
禁
忌
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
成
り
得
な
い
点
で
六
条
院
世
界
を
異
化
す
る
批
評
的
な
表
現
の
磁
場

を
獲
得
す
る
と
論
じ
ら
れ
る
（
（（
（

。
そ
し
て
、「
夕
霧
」
巻
で
の
竹
取
引
用
は
、
夕
霧
と
竹
取
の
帝
や
求
婚
者
た
ち
、
落
葉
宮
と
か
ぐ
や
姫
を

対
比
さ
せ
、
俗
世
に
生
き
る
他
な
い
現
実
を
突
き
付
け
た
と
い
う
（
（（
（

。
さ
ら
に
は
、
恋
物
語
を
機
に
内
省
す
る
源
氏
と
人
目
ば
か
り
を
気
に

し
て
自
ら
を
振
り
返
ら
な
い
夕
霧
を
対
照
さ
せ
、
源
氏
の
抱
え
る
愛
執
や
孤
独
を
際
立
た
せ
る
と
の
説
（
（（
（

や
、
落
葉
宮
の
住
む
一
条
宮
の
場

に
着
目
し
、
源
氏
に
接
す
る
藤
典
侍
、
致
仕
大
臣
（
元
頭
中
将
（
に
連
な
る
雲
居
雁
の
い
ず
れ
の
影
響
も
及
ば
な
い
居
所
を
落
葉
宮
と
の

婚
姻
に
よ
っ
て
夕
霧
が
獲
得
し
た
意
味
を
読
み
取
る
説
（
（（
（

な
ど
、
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
夕
霧
の
視
点
に
つ
い
て
も
多
様
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
世
間
体
を
重
ん
じ
る
人
物
造
型
か
ら
は
、
社
会
的
規
範
を
逸
脱

す
る
こ
と
で
視
野
に
入
る
状
況
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
（（
（

。「
野
分
」
巻
で
は
、
夕
霧
の
ま
な
ざ
し
が
秋
と
冬
に
は
及
ば
ず
、

秋
好
中
宮
や
明
石
君
の
町
を
見
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
喩
に
も
秋
冬
の
草
花
が
挙
が
ら
な
い
と
説
か
れ
る
（
（（
（

他
、
紫
の
上
を
垣
間
見
た

衝
撃
に
よ
っ
て
、
後
の
垣
間
見
に
お
い
て
も
夕
霧
の
視
点
に
女
君
を
花
に
喩
え
る
意
識
が
働
く
と
の
見
方
も
あ
る
（
（（
（

。
ま
た
、「
柏
木
」
巻

の
後
半
か
ら
「
横
笛
」
巻
に
お
い
て
は
、
源
氏
と
夕
霧
が
そ
れ
ぞ
れ
視
点
を
担
い
、
互
い
に
相
対
化
し
あ
う
と
の
論
が
提
示
さ
れ
た
（
（（
（

。

こ
の
他
、「
身
」
の
例
か
ら
自
己
の
心
情
を
率
直
に
述
べ
ら
れ
ず
、
女
性
の
意
向
に
従
お
う
と
す
る
夕
霧
の
姿
勢
（
（（
（

や
、
女
三
宮
の
出
家

に
柏
木
と
の
密
通
事
件
を
疑
っ
た
り
、
表
立
た
な
い
朱
雀
院
の
介
在
を
際
立
た
せ
た
り
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
夕
霧
の
対
朱
雀
院
意
識
の

希
薄
さ
（
（（
（

が
指
摘
さ
れ
た
り
、
宇
治
十
帖
の
展
開
か
ら
夕
霧
と
源
氏
、
匂
宮
、
薫
、
弁
少
将
ら
と
の
関
係
が
問
わ
れ
た
り
（
（（
（

す
る
。

右
の
よ
う
に
、
近
年
の
研
究
で
は
六
条
院
世
界
と
の
対
比
や
源
氏
・
柏
木
・
薫
と
の
関
係
、
政
治
体
制
の
面
か
ら
夕
霧
の
物
語
が
把
捉

夕
霧
は
、
物
語
世
界
の
中
で
は
光
源
氏
の
実
子
と
し
て
、
比
肩
し
得
る
者
の
な
い
血
統
と
将
来
性
を
有
す
る
点
で
、
本
来
は
そ
の
動
向

に
衆
目
が
集
ま
る
は
ず
の
人
材
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
の
全
編
に
亘
っ
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
人
物
で
な
い
か
ら
か
、

或
い
は
源
氏
と
は
逆
の
実
直
な
人
物
像
か
ら
か
、
際
立
つ
血
筋
に
見
合
う
存
在
感
が
希
薄
で
あ
る
印
象
も
拭
え
な
い
。
こ
う
し
た
あ
り
方

を
映
す
が
ご
と
く
、
夕
霧
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
は
、「
ま
め
人
」
で
括
ら
れ
る
人
物
像
（
（
（

、
五
節
舞
姫
と
の
交
渉
を
め
ぐ
る
源
氏
と
夕
霧

の
対
照
性
（
（
（

、「
野
分
」
巻
に
お
け
る
視
点
人
物
的
な
役
割
（
（
（

、「
可
能
態
」
と
し
て
の
垣
間
見
（
（
（

、「
夕
霧
」
巻
の
和
歌
的
文
脈
や
風
景
描
写
（
（
（

、

源
氏
と
夕
霧
の
恋
物
語
の
類
縁
性
（
（
（

、「
夕
霧
」
巻
の
人
物
造
型
へ
の
「
若
菜
上
・
下
」
巻
の
影
響
（
（
（

な
ど
、
夕
霧
の
存
在
が
目
立
つ
箇
所
に

限
っ
て
議
論
が
集
中
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
近
年
に
お
け
る
研
究
で
は
、「
少
女
」
巻
で
の
初
叙
や
大
学
入
学
、
幼
な
恋
、
第
二
部
で
展
開
さ
れ
る
夕
霧
と
落
葉
宮
の

物
語
の
位
置
付
け
、
夕
霧
の
視
点
の
問
題
な
ど
で
大
き
な
進
展
が
見
ら
れ
た
。
初
叙
に
関
し
て
は
第
一
章
で
詳
述
す
る
が
、
元
服
直
前
に

源
氏
が
「
四
位
に
な
し
て
ん
」
と
考
え
た
こ
と
を
、
親
王
に
準
ず
る
源
氏
の
境
遇
の
反
映
と
す
る
か
（
（
（

、
律
令
や
物
語
に
お
い
て
の
源
氏
の

地
位
を
読
者
に
考
え
さ
せ
る
言
葉
と
す
る
か
（
（
（

、
摂
関
家
子
弟
の
よ
う
に
叙
爵
後
す
ぐ
に
四
位
に
上
げ
る
と
す
る
か
（
（（
（

で
意
見
が
分
か
れ
る
が
、

夕
霧
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
積
極
的
に
解
釈
さ
れ
る
箇
所
と
し
て
目
を
引
く
。

ま
た
、
大
学
入
学
で
は
漢
学
重
視
の
方
針
に
よ
っ
て
冷
泉
帝
治
世
の
聖
代
視
が
図
ら
れ
た
り
（
（（
（

、
夕
霧
を
大
学
に
入
れ
「
有
職
」
を
養
成

す
る
大
学
寮
の
復
興
と
文
章
経
国
を
印
象
付
け
た
り
（
（（
（

す
る
と
い
う
政
治
的
な
動
向
以
外
に
、
学
問
の
習
得
と
幼
な
恋
の
展
開
か
ら
夕
霧
の

造
型
が
源
氏
と
は
別
種
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
（
（（
（

。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
の
筒
井
筒
章
段
が
引
か
れ
る
幼
な
恋
で
は
、
夕
霧
と
の
関
係
に

お
い
て
「
も
と
の
女
」
で
あ
っ
た
雲
居
雁
が
「
夕
霧
」
巻
で
は
高
安
の
女
に
ず
ら
さ
れ
、
夕
霧
と
落
葉
宮
の
恋
物
語
の
中
で
「
あ
は
れ
」

に
相
反
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
否
定
的
に
描
か
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
み
や
び
」
や
「
あ
は
れ
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
六
条
院
世
界
の

美
的
理
念
を
揺
る
が
す
側
面
も
見
出
さ
れ
る
（
（（
（

。

第
二
部
に
お
け
る
夕
霧
と
落
葉
宮
の
物
語
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
夕
霧
が
落
葉
宮
と
結
婚
し
て
一
条
宮
を
手
に
入
れ
、
源
氏
や
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童
殿
上
に
限
ら
ず
、
物
語
に
は
史
的
文
脈
と
物
語
独
自
の
文
脈
が
混
在
す
る
。
夕
霧
の
人
物
造
型
で
指
摘
さ
れ
る
「
ま
め
人
」
像
は
、

後
者
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
ご
く
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
夕
霧
の
造
型
に
は
童
殿
上
と
い
う
史
的
文
脈
と
「
ま
め
人
」
像
を
付
与
す
る

物
語
的
文
脈
が
並
存
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
史
的
文
脈
と
物
語
的
文
脈
の
関
係
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
扱
っ
た
夕
霧
論
は
あ
っ
た

ろ
う
か
。
本
書
で
は
夕
霧
の
物
語
を
通
じ
、
虚
構
と
し
て
組
み
上
げ
ら
れ
る
史
的
文
脈
と
、
物
語
独
自
の
設
定
に
起
因
す
る
物
語
的
文
脈

と
い
う
異
な
る
表
現
方
法
が
如
何
に
関
連
す
る
か
と
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。
そ
れ
は
物
語
の
表
現
構
造
を
あ
ぶ
り
出
す
作
業

で
あ
り
、
夕
霧
を
重
点
的
に
論
じ
る
こ
と
の
意
味
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
夕
霧
の
幼
少
期
、
青
年
期
を
中
心
に
、
彼
の
成
長
が
語
ら
れ
る

意
味
や
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
物
語
の
表
現
方
法
の
理
解
に
向
け
た
端
緒
を
掴
む
。

ま
た
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
表
現
方
法
と
い
う
視
点
で
は
、
子
ど
も
の
成
長
を
象
る
表
現
は
元
よ
り
、
子
ど
も
の
詠
む
和
歌
、
幼
少
期
の

通
過
儀
礼
な
ど
多
く
の
要
素
が
関
係
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
研
究
対
象
と
し
て
幼
時
の
表
現
分
析
が
な
さ
れ
る
の
は
光
源
氏
、

紫
の
上
、
薫
ら
、
一
部
の
人
物
に
限
ら
れ
る
。
幼
少
の
夕
霧
を
論
ず
る
に
当
た
り
、
他
の
人
物
の
子
ど
も
と
し
て
の
記
述
を
参
照
す
べ
き

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
幼
少
期
が
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
の
意
味
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
夕
霧
を
起
点

に
子
ど
も
の
造
型
を
比
較
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
次
世
代
の
人
物
の
生
い
立
ち
に
関
す
る
表
現
の
傾
向
や
役
割

に
も
言
及
し
た
い
。

本
書
の
概
要
は
以
下
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
、
夕
霧
の
童
殿
上
を
軸
に
子
ど
も
の
成
長
を
語
る
表
現
の
特
徴
や
傾
向
の
把
握
を
目
指
す
。

第
一
章
で
は
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
制
度
で
あ
る
童
殿
上
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
従
っ
て
、
物
語
中
の
童
殿
上
の
例
を
通
覧
す
る
こ
と
は

お
の
ず
と
子
ど
も
の
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
服
藤
早
苗
氏
が
詳
細
な
史
料
調
査
か
ら
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
童
殿
上
は
殿
上

前
の
単
な
る
見
習
い
で
は
な
く
、
家
や
自
身
の
将
来
を
左
右
し
う
る
大
事
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
物
語
に
お
け
る
童
殿
上
に
は
家
や
人
物
を
め
ぐ
る

表
現
の
偏
り
が
明
確
に
見
ら
れ
、
夕
霧
の
童
殿
上
は
そ
の
最
た
る
例
と
言
え
る
。
童
殿
上
を
語
る
こ
と
で
作
中
人
物
に
如
何
な
る
印
象
が

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
夕
霧
の
物
語
の
構
造
や
視
点
の
限
界
、
他
の
場
面
と
先
行
す
る
物
語
か
ら
の
引
用
の
様
相
に
つ
い
て

掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
少
女
」
巻
や
宇
治
十
帖
の
展
開
と
表
現
が
積
極
的
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
も
画
期
的
成
果

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
重
点
的
に
分
析
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
恋
物
語
を
中
心
と
す
る
「
夕
霧
」
巻
の
内
容
や
視
点
人
物
的
役
割
と
い
っ
た

先
学
以
来
対
象
と
さ
れ
て
き
た
部
分
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、「
少
女
」
巻
以
前
や
「
野
分
」
巻
以
外
の
玉
鬘
十
帖
の
夕
霧
に
言
及
さ
れ
る

こ
と
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。
物
語
第
一
部
か
ら
第
三
部
を
通
し
て
登
場
機
会
を
有
す
る
夕
霧
の
役
回
り
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り
包
括
的

な
議
論
を
要
す
る
は
ず
だ
。
特
に
、
元
服
以
前
の
幼
少
期
の
記
述
、
元
服
や
婚
儀
な
ど
の
儀
礼
や
「
ま
め
人
」
以
外
の
表
現
の
特
徴
な
ど
、

他
の
作
中
人
物
と
関
わ
り
が
薄
く
、
夕
霧
個
人
に
帰
す
る
事
柄
に
は
あ
ま
り
着
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
が
成
長

と
い
う
観
点
か
ら
夕
霧
を
捉
え
直
す
意
図
も
そ
こ
に
あ
る
。

物
語
に
お
い
て
、
夕
霧
や
明
石
姫
君
、
柏
木
な
ど
い
わ
ゆ
る
次
世
代
の
人
物
は
第
一
部
の
後
半
や
第
二
部
で
突
然
姿
を
現
す
わ
け
で
は

な
い
。
源
氏
が
年
齢
を
重
ね
栄
進
し
て
い
っ
た
の
と
同
じ
く
、
物
語
世
界
を
通
じ
て
成
長
を
遂
げ
、
第
二
部
に
至
る
の
で
あ
る
。
柏
木
や

弁
少
将
、
明
石
姫
君
、
そ
し
て
冷
泉
帝
ま
で
、
源
氏
世
代
の
次
を
担
う
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
成
長
過
程
を
経
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て

夕
霧
の
成
長
は
特
徴
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

物
語
の
表
現
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
も
、
唯
一
殿
上
す
る
場
所
が
明
示
さ
れ
る
「
澪
標
」
巻
の
特
殊
な
童
殿
上
に
関
わ
る
夕
霧
を
看
過

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
夕
霧
の
表
現
の
特
質
は
幼
少
期
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、
子
ど
も
の
頃
に
は
史
的
世
界
と
の
接
点
を

持
つ
特
徴
的
な
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
書
で
夕
霧
に
着
目
す
る
主
な
理
由
の
一
つ
が
史
的
文
脈
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
虚
構
で
あ
る

物
語
が
有
り
得
べ
き
史
的
世
界
を
ど
う
構
築
し
、
何
を
表
現
す
る
の
か
。
そ
の
恰
好
の
例
と
し
て
第
一
章
で
取
り
上
げ
る
の
が
童
殿
上
で

あ
る
。
童
殿
上
は
史
実
の
事
例
を
引
い
た
り
、
史
的
役
割
を
投
影
し
た
り
し
な
が
ら
、
物
語
に
組
み
込
ま
れ
る
。
そ
の
一
方
、
史
的
意
義

か
ら
外
れ
る
部
分
が
語
り
出
さ
れ
た
り
、
史
上
の
人
物
を
作
中
人
物
に
重
ね
つ
つ
も
物
語
展
開
の
中
で
人
物
像
を
変
化
さ
せ
た
り
も
す
る
。

上
述
の
ご
と
く
、
童
殿
上
は
史
実
と
の
距
離
を
調
整
し
語
ら
れ
る
意
識
的
な
表
現
方
法
と
捉
え
ら
れ
る
。


