
源
氏
物
語
絵
合
の
巻
の
「
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
お
や
な
る
竹

取
の
翁
」
と
い
う
文
句
は
、
か
る
が
る
し
く
見
過
ご
せ
な
い
言
葉
で

（
一
）

あ
る
。
物
語
と
い
う
言
葉
は
万
葉
集
に
も
一
つ
見
え
て
い
る
が
大
体

平
安
時
代
に
な
っ
て
盛
ん
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
平
安
時
代
の

物
語
と
い
う
言
葉
は
、
今
言
う
小
説
と
い
う
の
と
大
方
ひ
と
し
い
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
竹
取
物
語
、
字
津
保
物
語
、
落
窪
物
語
、
伊
勢

物
語
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
小
説
と
い
う
漢
語
も
勿
論
す
で
に
あ
っ
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
か
の
国
に
お
い
て
も
わ
が
国
で
も
、
現
在
わ
れ

，
Ｉ
～
の
使
う
小
説
の
意
味
に
は
全
く
使
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
に
い
う
「
竹
取
の
翁
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
わ
れ
，
Ｉ
、
の
見

る
竹
取
物
語
を
さ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
異

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
今
見
る
竹
取
物
語
は
、
小
説
と

し
て
よ
く
整
い
ま
と
ま
っ
て
い
る
非
常
に
完
備
し
た
も
の
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
完
備
し
た
物
語
が
、
「
物
語
の
い
で

き
は
じ
め
の
祖
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
念
な
ぎ
を
得

物
語
の
祖

物
語

「
‐
ｌ
ｆ
，
１
剖

芦

の

湖

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
言
わ
れ
て
も
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

現
存
の
竹
取
物
語
と
い
う
の
は
、
そ
の
前
に
古
本
の
竹
取
物
語
と
い

う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
こ
れ
は
漢
字
の
み
で

書
か
れ
た
竹
取
翁
伝
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
よ
う
な
も
の
を
も
と
に
し
て
、
仮
名
が
発
明
さ
れ
自
由
に
表
記
す

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
、
書
か
れ
た
も
の
が
、
今

見
る
竹
取
物
語
で
あ
ろ
う
。
ま
た
竹
取
物
語
と
い
う
の
は
、
物
語
と

い
う
語
も
流
通
し
成
語
に
な
っ
て
い
た
時
代
に
出
来
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
祖
」
と
竹

取
物
語
を
さ
し
て
、
源
氏
物
語
の
作
者
は
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

〉
（
句
○
一

そ
れ
な
ら
竹
取
以
前
の
物
語
は
な
か
っ
た
の
か
、
即
ち
物
語
以
前

の
物
語
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
否
を
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
以
下
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
口
承
文
芸
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
、

清，

水
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記
録
す
る
術
の
な
か
っ
た
時
代
の
口
承
文
芸
も
あ
り
、
ま
た
近
代
に

い
た
っ
て
も
記
録
さ
れ
ず
に
口
承
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

を
こ
め
て
口
承
文
芸
と
言
う
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
口

承
文
芸
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
。
す
べ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
定

Ｌ
よ
う
と
思
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
漢
字
の
伝
来
は
応
神
天
皇
の
時
と
正
史
に
見
え

て
い
る
。
け
れ
ど
も
大
陸
と
の
交
通
や
そ
の
他
を
考
え
、
非
公
式
に

は
そ
れ
よ
り
も
や
や
以
前
か
ら
漢
字
は
伝
わ
っ
て
い
た
と
見
ね
ば
な

る
ま
い
。
当
時
の
先
進
国
で
あ
る
大
陸
の
方
か
ら
文
字
は
伝
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
伝
え
た
外
国
の
学
者
を
師
と
し
て
、

わ
が
国
人
も
習
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
帰
化
人
が
な
が
く
文
筆
の

史
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
か
の
国
の
書
物
を
理
解
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
が
上
代

人
は
、
や
が
て
自
国
の
こ
と
を
も
書
き
、
思
想
感
情
を
表
明
す
る
事

が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
漢
字
に
よ
る
表
出
に
は
相
当

困
難
な
点
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
わ
が
国
最
古
の
も
の
と
し
て

は
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土
記
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
み
な
漢
文
で
書
い
て
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
万
莱
集
は

わ
が
国
独
特
の
和
歌
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漢
字

を
ぱ
使
っ
て
い
る
が
漢
文
と
は
言
え
な
い
。
漢
字
の
音
や
訓
を
使
い

そ
の
他
色
友
の
用
字
法
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
所
謂
万
葉

仮
名
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
代
に
記
録
さ
れ
た
も

’

Ｌ

’
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｄ
』
Ｂ
脾
叩
巳

’

の
を
見
る
と
漢
文
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
万
葉
仮
名
を
用
い
た
和
歌

の
よ
う
な
も
の
か
、
或
は
和
臭
を
帯
び
た
漢
文
と
見
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
和
歌
は
純
芸
術
作
猯
と
し
て
わ
れ
ノ
ー
の
祖
先
は
非
常
に
重

視
し
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
上
代
人
の
書
い
た
も
の
は
、
国
史
か
、
国

史
に
関
係
あ
る
も
の
、
ま
た
は
和
歌
の
記
録
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
い

ま
い
う
小
説
の
よ
う
な
も
の
を
全
く
書
か
な
か
っ
た
か
と
言
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
漢
文
で
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
量
も
長
く
は
な
い

が
、
そ
の
名
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
全
文
を
伝
え
て
い
る

も
の
も
な
い
で
は
な
い
。

柘
枝
伝
と
言
う
の
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
万
葉
集
巻
三
に

仙
柘
枝
の
歌
三
首
と
言
う
題
が
あ
っ
て
、
三
八
五
の
歌
の
左
注
に
、

「
吉
野
の
人
味
稲
の
柘
枝
仙
旋
に
与
へ
し
歌
な
り
と
。
但
柘
枝
伝
を

見
る
に
、
こ
の
歌
あ
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
か
ら
万
葉
集
成
立
の
時

に
は
拓
枝
伝
と
言
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
懐
風
藻

に
も
数
首
味
稲
に
関
す
る
詩
が
あ
り
、
ま
た
続
日
本
後
紀
に
も
そ
れ

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
か
ら
、
柘
枝
伝
は
現
在
伝
わ
ら
な
い
が
そ
の

大
要
を
右
の
書
を
綜
合
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

味
稲
と
言
う
漁
夫
が
あ
っ
て
、
吉
野
川
に
ヤ
ナ
を
か
け
た
と
こ
ろ
が

柘
枝
（
ヤ
マ
グ
ワ
の
エ
ダ
）
が
か
か
り
、
そ
れ
が
美
女
に
化
し
て
味

稲
と
相
婚
う
仲
に
な
っ
た
が
、
後
美
女
は
味
稲
を
責
め
て
ひ
れ
衣
を

つ
け
て
天
に
飛
び
去
っ
た
。
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
し
た
柘

三二
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一

枝
伝
の
内
容
（
不
完
全
で
あ
る
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
）
か
ら
考
え
て

み
て
も
祁
当
支
那
思
想
を
う
け
た
も
の
と
は
い
え
よ
う
が
、
当
時
と

し
て
は
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
物
語
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

次
は
柿
島
子
伝
で
あ
る
。
浦
島
の
話
は
、
丹
後
風
土
記
、
万
葉
集
、

日
本
書
紀
そ
の
他
に
も
見
え
て
い
る
。
丹
後
風
土
記
は
今
伝
わ
ら
な

い
が
、
釈
日
本
紀
に
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
釘
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
丹
後
風
土
記
に
は
浦
島
の
話
の
祁
概

を
述
べ
、
伊
与
部
馬
養
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。
馬
養
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
丹
後
国
の
役
人
で
あ
っ
た

の
で
浦
島
の
話
を
か
き
、
後
、
大
宝
律
令
の
撰
定
に
も
従
っ
た
当
代

の
学
者
で
懐
風
藻
に
も
出
て
い
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え

る
と
伊
与
部
馬
養
が
漢
文
で
浦
島
の
伝
を
言
い
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
現
在
わ
れ
ｊ
、
の
見
る
浦
島
子
伝
は
、
平
安
一
初
期
に
書
か

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
伊
与
部
馬
養
の
書
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
内

容
の
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
い
ま
見
る
浦
島
子
伝
は
、
近
世

に
な
っ
て
木
下
順
庵
が
補
訂
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
伝
写
の
誤

な
ど
も
あ
り
、
「
紀
二
五
言
絶
句
二
首
和
歌
一
」
と
い
う
の
も
浦
島
子
伝

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
延
喜
二
十
年
の
作
で
あ
る
続
浦
島
子

伝
記
と
い
う
の
も
、
浦
島
子
伝
に
く
ら
べ
る
と
遥
か
に
詳
細
を
極
め

た
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
浦
島
子
伝
も
続
浦
島
子
伝
記
も
と
も
に

漢
文
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
紀
二
五
言
絶
句
二
首
和
歌
一
」
と
い
う

の
を
馬
養
の
書
い
た
も
の
に
あ
る
と
み
る
学
者
も
あ
る
。
い
づ
れ
に

物
語
の
祖

心
少
一
』
．
ｃ
１
１
甲
】

せ
よ
馬
養
の
書
い
た
浦
島
の
話
も
漢
文
で
書
い
た
も
の
で
、
そ
の
題

名
は
浦
烏
子
伝
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
浦
島
の
話
も
一
つ

の
物
語
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
白
碧
翁
伝
と
い
う
の
が
伝
っ
て
い
る
こ
と
も
い
う
て
お
こ
う
。

こ
れ
は
群
害
類
従
に
収
め
て
あ
っ
て
貞
観
の
頃
紀
長
谷
雄
の
作
と
あ

る
か
ら
時
代
は
平
安
に
い
る
が
短
か
い
係
異
物
語
で
あ
る
こ
と
で
あ

ヲ
（
》
Ｃ

こ
こ
で
ひ
る
が
え
っ
て
古
代
の
支
那
小
説
を
一
幣
し
て
み
よ
う
。

も
と
ノ
ー
漢
字
は
支
那
の
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
文
化
も
彼
は
我
に

く
ら
べ
て
大
に
ま
さ
り
、
，
所
謂
先
進
国
で
あ
る
。
す
べ
て
に
お
い
て

範
を
彼
に
も
と
め
、
そ
れ
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
み
に
国
訳
漢
文
大
成
の
晋
唐
小
説
を
と
っ
て

み
る
。
こ
の
害
に
収
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
小
説
は
み
な
で
九
十
八
篇

で
あ
る
。
そ
の
篇
名
は
記
、
紀
、
伝
、
詩
、
志
な
ど
で
あ
っ
て
、
記

と
い
う
も
の
十
二
篇
、
紀
は
一
篇
、
そ
の
名
は
周
秦
行
紀
と
あ
る
が
、

そ
の
内
容
を
み
る
に
記
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

伝
と
名
ず
け
る
も
の
は
実
に
三
十
三
篇
を
し
め
、
圧
倒
的
多
数
で
あ

る
。
こ
の
三
十
三
篇
に
は
鶯
女
伝
も
数
え
た
。
鶯
友
伝
は
一
に
会
真

記
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
鶯
友
伝
と
し
て
数
え
て
会
真
記
の
方
は
と

ら
な
か
っ
た
。
次
に
志
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
二
篇
あ
る
。
寛
債
志

と
霊
鬼
志
で
あ
る
。
詩
と
あ
る
は
た
だ
一
篇
、
本
事
詩
が
あ
る
ば
か

り
で
あ
る
。
伝
と
名
ず
け
た
も
の
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
っ
て
、
漢

一
一
ユ
ー

狸
‐
径
篭

九



武
帝
内
伝
、
飛
燕
外
伝
、
梅
妃
伝
、
長
恨
歌
伝
、
紅
線
伝
、
劉
無
隻

伝
、
謝
小
峨
伝
、
毒
小
玉
伝
、
李
娃
伝
、
鶯
交
伝
、
楊
娼
伝
、
杜
子
、

春
伝
、
非
姻
伝
、
神
女
伝
、
妙
女
伝
、
寄
鬼
伝
、
龍
女
伝
、
人
虎
伝
、

白
猿
伝
、
任
氏
伝
：
。
…
で
あ
る
。
伝
と
い
う
の
は
語
り
つ
ぎ
聞
き
つ

た
え
て
評
判
し
説
明
す
る
意
味
で
あ
る
。
人
一
代
の
事
蹟
を
書
き
し

る
し
て
後
世
に
伝
え
る
一
代
記
の
意
味
で
は
な
い
。
中
国
に
お
い
て

も
伝
を
今
の
小
説
の
意
味
に
用
い
、
物
語
的
の
も
の
短
篇
小
説
的
の

も
の
を
伝
と
い
っ
て
い
る
例
は
多
い
の
で
あ
る
。

右
の
晋
唐
小
説
な
ど
に
よ
っ
て
察
す
る
と
、
わ
が
国
で
仮
名
の
発

明
が
な
ｘ
、
物
語
と
い
う
語
が
出
来
な
い
前
に
は
主
と
し
て
伝
と
名

ず
け
て
漢
文
の
体
を
も
っ
た
短
い
文
章
で
物
語
を
書
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
伝
が
物
語
以
前
の
物
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
支
那
に
お
い
て
も
伝
以
外
に
記
と
し
志
と
し
そ
の
他
の
語
を

も
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
伝
以
外
の
語
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
は

た
し
て
延
暦
十
六
年
十
二
月
に
弘
法
大
師
が
書
い
た
聾
菩
指
帰
の
序

文
を
み
る
と
日
雄
人
と
い
う
者
が
脈
覚
記
と
い
う
を
書
い
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

（
一
一
）睡

覚
記
は
今
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
知
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
た
だ
弘
法
大
師
の
文
に
よ
っ
て
窮
知
す
る
よ
り
仕

方
が
な
い
。
そ
の
一
部
分
を
あ
げ
る
と
、

勝
弁
巧
発
誼
言
雲
敷
。
遥
聞
彼
名
沢
居
之
士
拍
掌
大
笑
、
僅
対
其

字
喋
唖
之
人
張
口
挙
声

心

万

右
に
よ
る
と
、
日
雄
人
は
優
れ
た
弁
舌
を
巧
み
に
発
し
て
誼
弁
縦
横

人
の
あ
ぎ
と
を
と
く
も
の
が
あ
っ
た
。
其
の
作
者
は
日
雄
人
と
聞
い

て
、
ま
じ
め
の
神
様
代
理
の
か
た
し
ろ
の
よ
う
な
人
も
、
掌
を
う
っ

て
大
笑
し
、
本
を
開
い
て
僅
か
に
そ
の
字
に
む
こ
う
と
、
物
い
わ
ぬ

唖
も
口
を
張
っ
て
大
声
を
あ
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の

で
、
恐
ら
く
睡
覚
記
は
余
ほ
ど
の
滑
稽
小
説
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

書
名
か
ら
も
垂
気
ざ
ま
し
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

ま
た
松
浦
佐
川
姫
の
話
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
他
伝
奇
的

の
も
の
も
、
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
桜
児
の
話
や
、
葦
屋
処
女

の
話
や
、
真
間
の
娘
子
の
話
の
よ
う
な
も
の
は
必
ず
物
語
の
形
を
と

っ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
見
た
い
も
の
で
あ
る
。

上
に
記
し
た
と
こ
ろ
は
な
お
細
説
の
要
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

い
ま
は
こ
れ
に
と
ど
め
て
お
く
。

物
語
文
学
史
論
（
三
谷
栄
一
著
）
。
物
語
に
つ
い
て
（
立
命
館
文
学

一
二
五
号
清
水
泰
）

平
安
朝
交
学
史
上
巻
、
一
五
九
頁
以
、
（
五
十
嵐
力
著
）

f
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