
源
氏
絵
に

さ
れ
た
「
源
氏
絵
帖

絵
詞
』
も
参
照
す
る

の
依
頼
に
応
じ
て
、

の
部
分
の
物
語
本
文

を
詳
細
に
記
述
し
て

２

『
藤
の
縁
』
に
お
い

し
た
伝
統
を
踏
ま
え

す
る
。
ま
ず
版
本
の

源
氏
物
語
」

『

派
な
ど
の
肉
筆
画
の

語
絵
巻
か
ら
近
世
の

源
氏

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

別
場
面
一
覧
」
を
利
用
す
る
。
そ
の

。
そ
れ
は
、「『
源
氏
物
語
』
に
通
じ
た

『
源
氏
物
語
』
全
巻
か
ら
絵
に
す
べ
き

を
詞
書
と
し
て
抄
出
す
る
と
と
も
に
、

呈
出
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
以
上
の
資

挿
し
絵
の
選
び
方

て
、
絵
の
場
面
や
図
様
の
選
定
は
中

て
い
る
か
ど
う
か
調
べ
る
た
め
、
他
の

挿
し
絵
で
は
、
第
三
章
で
調
査
し
た
十

源
氏
物
語
絵
尽
大
意
抄
』）
を
取
り
上

影
響
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
田
口
栄
一

源
氏
絵
に
至
る
作
品
を
、
巻
と
場
面
ご

絵
に
描
か
れ
た
男
女
の

｜
絵
入
り
版
本
を
中
心
に
｜

ほ
か
、『
源
氏
物
語

文
化
人
が
注
文
主

場
面
を
選
び
、
そ

絵
と
す
べ
き
図
様

料
に
基
づ
い
て
、

「
遺
品
」
と

肉
筆
画
と
を

四
二
図
も
あ

例
に
従
っ
て

し
か
し
な

世
以
来
の
定
型
化

作
品
と
比
較
検
討

二
件
（

「
絵
入

げ
る
。
ま
た
土
佐

氏
が
国
宝
源
氏
物

と
に
分
け
て
作
成

す
る
と
、
次

遺
品

遺
品

少
女
・

遺
品

石
・
松

蕨
・
蜻

比
率
に
つ
い
て

（
下
）

『
藤
の
縁
』
の

二

は
、
十
二
件
の
木
版
画
と
、「
源
氏
絵

指
し
、
そ
の
何
れ
か
に
あ
れ
ば

に
入

る
の
で
、
こ
の
分
類
に
よ
る
と
『
藤
の

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
場
面
の
選
定

の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

に
あ
る
も
の

三
八
図
。

に
は
な
い
が
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
に
あ

梅
枝
・
夕
霧
）。

に
も
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
に
も
な
い
も

風
・
朝
顔
・
胡
蝶
・
常
夏
・
藤
裏
葉
・

蛉
）。

岩

坪

挿
し
絵
の
場
面
は
伝
統
的
な
型
に
当

三
五

帖
別
場
面
一
覧
」
掲
載
の

れ
た
。

と

を
足
す
と

縁
』
の
挿
し
絵
は
概
ね
先

に
限
ら
れ
て
お
り
、
構
図

る
も
の

四
図
（
関
屋
・

の

一
二
図
（
須
磨
・
明

御
法
・
匂
宮
・
紅
梅
・
早

健

て
は
ま
る
か
ど
う
か
調
査



で
は
末
摘
花

な
い
。

○
篝
火
の
巻

『

を
弾
き
、
簀

枕
に
添
い
付

選
ば
れ
、
源

の
著
書
の
解

３

『
藤
の
縁
』
全
五
四

え
、
描
き
方
で
は
源

具
体
的
に
三
例
を
列

○
末
摘
花
の
巻

中
将
が
出
会

世
以
来
、
描

源
氏
絵
に

も
遺
品
に
似
る
の
は

に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ

お
空
蝉
・
手
習
の
巻

お
り
、
こ
れ
は
本
文

末
の
図
１
参
照
）。

は
琴
を
弾
い
て
い
る
の
に
、
本
書
で
は

藤
の
縁
』
で
は
庭
に
篝
火
が
焚
か
れ
、

子
に
は
源
氏
が
対
座
し
て
い
る
。
こ
の

す
図
の
方
が
、「
ご
く
短
い
こ
の
帖
か

氏
絵
の
な
か
で
も
最
も
ポ
ピ
ュ
ー
ラ

説
）
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異
は
さ
て
お

図
様
の
選
び
方

図
の
う
ち
三
八
図
の
場
面
選
定
は
古

氏
絵
の
約
束
事
を
守
っ
て
い
な
い
も
の

挙
す
る
。

『
藤
の
縁
』
で
は
常
陸
宮
邸
の
垣
根
の

い
、
室
内
に
は
末
摘
花
と
女
房
が
い
る

き
継
が
れ
固
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

六
図
（
空
蝉
・
薄
雲
・
真
木
柱
・
竹
河

も
山
本
春
正
画
（
第
三
章
の
作
品

）

の
挿
し
絵
は
別
の
巻
（
帚
木
・
夢
浮
橋

に
合
う
図
様
が
同
じ
巻
に
な
か
っ
た
か

琴
は
描
か
れ
て
い

廂
に
は
玉
鬘
が
琴

あ
と
二
人
が
琴
を

ら
ほ
と
ん
ど
常
に

ー
な
情
景
」（
注

き
、
庭
で
篝
火
を

柏
木
が
女
三

単
な
る
王
朝

守
っ
て
お
ら

絵
師
は
、
源

は
、
何
に
基

例
に
則
る
と
は
い

が
多
い
。
以
下
、

元
で
、
源
氏
と
頭

。
こ
の
構
図
は
中

が
ら
、
他
の
作
品

は
ね

皮
製

敷
物

人
は

以
上
の
三
図

そ
の
情
景
に

般
に
源
氏
絵

・
橋
姫
・
手
習
）

に
似
て
い
る
。
な

）
の
を
転
用
し
て

ら
で
あ
ろ
う
（
巻

燃
や

描
か

○
浮
舟
の

護
の

舟
の

で
は

の
宮
を
初
め
て
垣
間
見
た
蹴
鞠
の
場
で

風
の
絵
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
種
の

ず
、
こ
れ
で
は
画
龍
点
睛
を
欠
く
。
本

氏
絵
の
ス
タ
イ
ル
を
知
ら
な
か
っ
た
と

づ
い
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

を
防
ぐ
毛
皮
。
河
内
本
に
は
「
む
か
ば

の
馬
具
）
に
座
っ
た
と
あ
り
、
他
の
作

を
描
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
藤
の
縁

立
ち
話
を
し
て
い
る
。（
図
３
｜

に
お
け
る
共
通
点
は
、
場
面
は
中
世
以

必
要
な
小
道
具
（
琴
・
従
者
・
敷
物
）

に
は
、
場
面
を
特
定
す
る
モ
チ
ー
フ
が 二

す
家
来
が
通
行
の
源
氏
絵
で
は
必
ず
登

れ
て
い
な
い
。

巻

浮
舟
に
会
い
に
宇
治
へ
来
た
匂
宮

者
た
ち
に
咎
め
ら
れ
近
寄
れ
な
い
。
そ

女
房
と
話
を
す
る
場
面
は
、
中
世
か
ら

匂
宮
が
地
面
に
敷
い
た
障
泥
（
あ
ふ
り

は
、
猫
を
描
か
な
い
と
、

約
束
事
を
『
藤
の
縁
』
は

書
の
挿
し
絵
を
担
当
し
た

言
え
よ
う
。
で
は
挿
し
絵

き
」
と
あ
り
、
そ
れ
も
毛

品
で
は
本
文
に
合
わ
せ
て

』
で
は
敷
物
は
な
く
、
二

参
照
）

来
の
定
番
で
あ
る
の
に
、

を
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
一

必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば

三
六

場
す
る
の
に
、
本
書
で
は

一
行
は
、
薫
が
命
じ
た
警

こ
で
仕
方
な
く
匂
宮
が
浮

遺
品
が
あ
る
。
物
語
本
文

。
馬
の
鞍
に
付
け
、
泥
の



源
氏
絵
に

あ
る
こ
と
を
確
認
す

当
巻
の
図
に
は
廂

の
本
文
に
は
薫
が
浮

か
よ
ひ
た
ま
ひ
て
、

当
て
は
め
る
と
薫
・

し
絵
で
は
異
な
る
の

で
は
源
氏
絵
の
型

い
た
の
で
あ
ろ
う
か

く
に
は
、
本
文
に
頼

に
必
要
な
小
道
具
を

え
ら
れ
る
。
す
な
わ

挿
し
絵
に
も
現
れ
な

４

絵
入
り
版
本
の
中

る
。
た
と
え
ば
明
暦

さ
れ
て
い
な
い
場
面

来
よ
く
描
か
れ
て
き

白
描
源
氏
物
語
絵
巻

名
な
場
面
」（
第
二
章

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

る
た
め
、
東
屋
の
巻
を
取
り
上
げ
る
。

に
琴
を
弾
く
女
君
、
簀
子
に
男
君
と
女

舟
を
「
宇
治
の
山
里
」
に
住
ま
せ
、「

よ
ろ
つ
お
し
ゑ
給
ひ
て
」
と
あ
り
、
そ

浮
舟
・
女
房
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
物
語

で
あ
る
。

を
知
ら
な
い
『
藤
の
縁
』
の
絵
師
は
、

。
そ
の
よ
う
な
絵
師
が
源
氏
物
語
梗
概

る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
三
図

欠
い
た
の
は
、
梗
概
本
文
に
書
か
れ
て

ち
琴
・
従
者
・
敷
物
が
本
文
に
記
さ
れ

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
文
と
絵

挿
し
絵
と
本
文
の
関
係

に
は
、
挿
し
絵
が
本
文
の
内
容
と
一
致

三
年
（
一
六
五
七
）
版
『
源
氏
小
鏡
』

を
絵
に
し
た
巻
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
文

た
図
様
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

も
、
詞
は
巻
名
歌
、
絵
は
「
絵
そ
の
も

に
掲
出
）
を
選
ん
だ
よ
う
に
、
選
定

房
が
い
る
。
本
書

お
り
ふ
し
ご
と
に
、

れ
を
絵
の
三
人
に

に
よ
る
と
、
そ
の

て
、『
藤
の
縁

そ
こ
で
、
そ

女
性
は
外
せ

関
屋
の
巻

殆
ど
が
巻
名

何
を
手
掛
り
に
描

書
の
挿
し
絵
を
描

に
お
い
て
源
氏
絵

い
な
い
か
ら
と
考

て
い
な
い
の
で
、

が
密
接
な
関
係
で

書
に
は
描
か

源
氏
絵
で
も

の
謎
は
、『
藤

日
談
と
し
て

た
玉
鬘
が
翌

行
事
（
葵
祭

他
の
作
品
で

し
な
い
も
の
が
あ

に
は
、
本
文
に
記

と
は
無
関
係
に
古

た
ス
ペ
ン
サ
ー
本

の
の
面
白
さ
や
著

基
準
が
本
文
と
挿

た
の
は
薫
だ

り
、
挿
し
絵

描
か
れ
た
と

こ
の
絵
の

挿
し
絵
が
生

幸
の
巻
で
は

し
て
い
る
。

巻
は
薫
が
浮

二

』
の
本
文
で
は
行
列
を
見
る
女
車
に

の
本
文
に
即
し
て
絵
画
化
す
る
と
、
源

な
く
な
る
。

も
、
同
様
に
解
釈
で
き
る
。
当
巻
の
遺

に
ち
な
み
、
逢
坂
の
関
を
取
り
上
げ
て

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
牛
車
に
乗
っ
た
女

女
車
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
の
女
性

の
縁
』
の
本
文
を
読
む
と
解
け
る
。

源
氏
と
六
条
御
息
所
の
贈
答
歌
、
行
幸

日
、
源
氏
と
交
わ
し
た
和
歌
を
載
せ
て

・
行
幸
）
よ
り
も
、
そ
れ
を
見
た
女
君

は
儀
式
に
参
加
し
た
一
行
が
絵
の
中
心

け
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
藤
の
縁
』
の
本

は
梗
概
本
文
に
合
う
こ
と
か
ら
、
本
書

言
え
よ
う
。

付
け
方
を
押
さ
え
る
と
、
伝
統
的
な
図

れ
た
理
由
が
理
解
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

大
原
野
へ
の
行
幸
と
い
う
、
中
世
以
来

に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
源
氏
絵
に
は

舟
を
宇
治
へ
連
れ
て
行
っ
た
当
日
で
終

三
七

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

氏
に
歌
を
送
っ
た
車
内
の

品
は
肉
筆
画
も
木
版
画
も

い
る
。『
藤
の
縁
』
も
場

性
の
姿
で
あ
る
。
通
行
の

を
描
く
こ
と
は
な
い
。
そ

葵
の
巻
で
は
車
争
い
の
後

の
巻
で
は
行
幸
を
見
学
し

お
り
、
い
ず
れ
も
主
題
は

と
源
氏
と
の
和
歌
に
あ
る
。

に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し

文
は
物
語
の
内
容
と
異
な

の
本
文
に
合
わ
せ
て
絵
が

様
と
異
な
る
本
書
独
自
の

葵
の
巻
で
は
車
争
い
、
行

の
名
場
面
を
本
書
も
採
用

登
場
し
な
い
も
の
が
、
本

り
、
そ
の
日
、
琴
を
弾
い



に
そ
、
た
い
め
ん
し

源
氏
と
兵
部
卿
の
宮

室
内
に
座
っ
て
い
る

な
る
が
、
物
語
で
は

の
宮
」
を
少
年
と
勘

い
う
約
束
事
が
あ
っ

と
い
う
の
は
匂
宮

に
照
ら
し
合
わ
せ
る

は
幻
の
巻
で
、『
藤
の

年
が
い
る
。
そ
れ
に

（
徳
川
美
術
館
蔵
）
に

遺
愛
の
桜
の
花
を
見

に
描
か
れ
た
木
は
桜

縁
』
の
本
文
に
は
匂

源
氏
絵
に

面
は
同
じ
で
あ
る
が

る
一
行
を
描
き
、
人

女
房
が
対
座
す
る
室

こ
れ
は
本
文
中
の
和

し
絵
が
描
か
れ
た
か

今
度
は
逆
に
、
構

た
ま
は
ん
と
て
、
御
せ
う
そ
こ
き
こ
へ

（
蛍
宮
）
の
贈
答
歌
が
続
く
。
よ
っ
て

の
は
源
氏
で
、
簀
子
に
立
っ
て
い
る
少

蛍
宮
は
成
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
絵
師
が

違
い
し
た
か
、
あ
る
い
は
男
宮
は
少
年

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
、
物
語
で
は
元
服
後
で
あ
る
に
も

と
、
違
う
場
面
に
な
る
と
い
う
例
を
取

縁
』
の
挿
し
絵
に
は
烏
帽
子
姿
の
男

似
た
絵
を
探
す
と
、
山
本
春
正
画
や

あ
り
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
と
元
服
前

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
図
２
）。
と

で
は
な
く
梅
で
、
鶯
が
止
ま
っ
て
い

宮
は
登
場
せ
ず
、
源
氏
は
「
兵
部
卿
の

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

、
描
き
方
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
他
の

々
は
全
員
、
屋
外
に
い
る
の
に
対
し
て

内
を
大
き
く
描
き
、
登
場
人
物
は
こ
の

歌
が
空
蝉
の
独
詠
歌
の
み
で
あ
り
、
そ

ら
で
あ
ろ
う
。

図
は
他
の
作
品
と
似
て
い
る
の
に
、

給
ふ
」
と
あ
り
、

本
書
の
挿
し
絵
で

年
の
姿
は
蛍
宮
に

本
文
の
「
兵
部
卿

の
よ
う
に
描
く
と

か
か
わ
ら
ず
、『
藤

年
と
比
べ
る

空
蝉
の
巻
に

巻
の
匂
宮
は

極
端
に
細
い

袴
の
巻
に
描

に
、
座
っ
て

宮
・
蛍
宮
の

り
上
げ
る
。
そ
れ

性
と
、
無
帽
の
少

土
佐
光
則
筆
画
帖

の
匂
宮
が
紫
の
上

こ
ろ
が
『
藤
の
縁
』

る
。
ま
た
『
藤
の

宮
わ
た
り
給
へ
る

れ
は
『
藤
の

っ
た
か
、
ま

で
あ
ろ
う
。

『
藤
の
縁
』

る
で
子
供
の

作
品
は
関
所
を
通

、
本
書
は
女
君
と

二
人
だ
け
で
あ
る
。

れ
に
合
わ
せ
て
挿

『
藤
の
縁
』
の
本
文

の
縁
』
で
は

一
例
は
総
角

て
い
る
。
も

匂
宮
と
浮
舟

り
、
そ
の
匂

画
に
似
た
の

と
、
髪
の
描
き
方
が
異
な
る
。
ま
ず
髪

お
け
る
少
年
（
小
君
）
は
後
頭
部
で
あ

肩
の
辺
り
で
あ
る
。
ま
た
後
ろ
髪
の
幅

（
図
１
｜

、
図
３
｜

参
照
）。
類

か
れ
た
二
人
の
女
房
に
見
出
せ
、
立
っ

墨
を
擦
っ
て
い
る
方
は
匂
宮
の
に
似

姿
は
、
少
年
と
い
う
よ
り
女
性
に
近
い

縁
』
の
絵
師
が
春
正
の
源
氏
物
語
を
全

た
は
春
正
画
を
一
部
だ
け
転
用
し
た
梗

五
『
藤
の
縁
』
と
『
偐
紫
田
舎

に
描
か
れ
た
蛍
宮
・
匂
宮
は
無
帽
で

よ
う
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
本 二

無
帽
で
少
年
の
姿
を
し
て
い
る
か
ら
で

の
巻
で
匂
宮
と
宇
治
の
中
君
を
描
き
、

う
一
例
は
浮
舟
の
巻
で
、
挿
し
絵
に
は

の
和
歌
を
載
せ
て
い
る
（
図
３
）。
二

宮
は
烏
帽
子
姿
で
あ
る
。『
藤
の
縁
』

も
あ
る
の
に
（
図
１
参
照
）、
こ
の
無

を
束
ね
る
箇
所
が
違
い
、

る
の
に
対
し
て
、
浮
舟
の

も
異
な
り
、
小
君
の
方
が

例
を
本
書
で
探
す
と
、
藤

て
い
る
方
の
髪
型
は
小
君

る
（
図
４
）。
従
っ
て
匂

と
言
え
よ
う
。

巻
揃
え
て
持
っ
て
い
な
か

概
書
の
類
を
参
照
し
た
の

源
氏
』
の
比
較

髪
を
垂
ら
し
て
お
り
、
ま

書
に
登
場
す
る
本
当
の
少

三
八

あ
る
。
そ
れ
は
二
例
あ
り
、

二
人
の
贈
答
歌
を
引
用
し

匂
宮
と
女
房
、
本
文
に
は

例
と
も
山
本
春
正
画
に
あ

の
挿
し
絵
の
中
に
は
春
正

帽
の
三
図
は
異
な
る
。
こ



源
氏
絵
に

は
全
員
女
性
で
あ
る

て

冠
直
衣

源
氏

か
十
二
単
を
着
て
い

画
耕
作
」
は
、「
錦
絵

を
育
て
米
を
作
る
ま

を
し
た
女
性
が
お
り

を
、
女
性
で
や
つ
し

こ
の
よ
う
に
男
性

（
一
七
四
〇
）
刊
『
絵

に
は
男
性
は
登
場
し

の
句
に
、
百
人
一
首

壷

玉
鬘
の
巻
の
内

場
す
る
小
姓
に
も
当

の
た
め
に
戦
う
の
で

は
ま
る
で
振
り
袖
の

性
の
読
者
向
け
に
描

れ
る
青
年
が
女
性
の

醸
し
だ
し
て
い
る
の

に
強
ま
り
、
男
性
の

こ
の
よ
う
に
男
性

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

。
次
い
で
初
音

竹
川
の
巻
は
「
官
女

姿
絵
百
人
一
首
」
で
、
男
性
役
は
烏
帽

る
。
そ
の
ほ
か
喜
多
川
歌
麿
の
版
画
連

が
出
来
上
が
り
客
の
手
に
渡
る
ま
で

で
を
描
く
耕
作
図
に
な
ぞ
ら
え
た
も

、
こ
れ
は
「
源
氏
物
語

松
風

巻
に

た
趣
向
」
で
あ
る
。

を
女
性
に
取
り
替
え
た
の
は
先
例
が

本
小
倉
錦
』
に
お
い
て
、
奥
村
政
信

な
い
。
本
作
品
で
は
源
氏
物
語
の
巻
名

の
下
の
句
を
合
わ
せ
て
解
釈
を
付
け
て

題
は
「
女
百
人
一
首
官
女
源
氏
絵
」
で

て
は
ま
る
。
小
姓
は
主
君
の
身
近
に
仕

、
動
き
や
す
い
よ
う
に
袖
が
短
い
は
ず

よ
う
に
長
く
、
ま
た
前
髪
が
あ
る
（

か
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
現
代

よ
う
に
見
え
、
男
性
美
と
い
う
よ
り
は

に
似
通
う
。
そ
の
傾
向
は
『
偐
紫
田
舎

役
を
女
性
に
置
き
換
え
て
い
る
。
た
と

を
女
性
の
よ
う
に
描
く
の
は
、『
偐
紫

を
源
氏
姿
に
な
し

子
を
被
り
、
直
衣

作
「
江
戸
名
物
錦

の
工
程
」
を
、「
稲

の
」
で
、「
現
実
に

第
一
章
で

を
上
回
る
の

の
パ
ロ
デ
ィ

出
る
桂
川
の
鵜
飼

あ
り
、
元
文
五
年

が
描
い
た
源
氏
絵

を
詠
み
込
ん
だ
上

い
る
。
ま
ず
、
桐

、
挿
し
絵
の
人
物

貞
享
三
年
（

の
パ
ロ
デ
ィ

人
女
を
相
手

こ
の
よ
う

あ
る
の
に
対

ま
で
源
氏
梗

す
る
女
性
の

え
、
時
に
は
主
人

な
の
に
、
当
本
で

図
５
）。
こ
れ
は
女

の
少
女
漫
画
に
現

中
性
的
な
魅
力
を

源
氏
』
で
は
さ
ら

え
ば
鵜
飼
い
の
姿

て
い
る
」
の

政
四
年
（
一

画
が
挙
げ
ら

人
に
置
き
換

こ
の
ほ
か

と
え
ば
源
氏

源
氏
』
は
娼

田
舎
源
氏
』
に
登

は
男
だ
け
の

二

六
『
藤
の
縁
』
と
土
佐
派
の
比

述
べ
た
よ
う
に
、
土
佐
派
の
源
氏
絵
で

は
光
則
筆
バ
ー
ク
本
の
み
で
あ
る
。
版

で
あ
る
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
を
除
く
と

一
六
八
六
）
刊
『
好
色
伊
勢
物
語
』
が

で
、「
主
人
公
好
色
男
を
元
禄
時
代
風

に
し
て
遊
ぶ
風
流
男
に
仕
立
て
た
戯
作

に
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
は
本
文
も
挿
し

し
て
、『
藤
の
縁
』
に
は
そ
の
よ
う
な

概
書
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
る
。
両
作

総
数
は
男
性
を
上
回
る
が
、
そ
の
実
体

で
あ
る
。
ま
た
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
よ

八
五
七
）
刊
『
今
様
見
立
士
農
工
商
』

れ
る
。
こ
れ
は
士
農
工
商
の
生
業
に
携

え
た
シ
リ
ー
ズ
（
大
判
錦
絵
三
枚
続
）

『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
で
は
、
遊
廓
を
描

物
語
で
源
氏
が
若
紫
を
初
め
て
垣
間
見

家
に
見
立
て
て
禿
な
ど
を
配
し
て
い
る

職
場
」
で
あ
る
が
、「
彫
師
や
摺
師
が

三
九

較画
中
の
女
性
総
数
が
男
性

本
の
挿
し
絵
も
源
氏
物
語

、
女
性
の
方
が
多
い
の
は

あ
る
。
こ
れ
は
伊
勢
物
語

に
、
遊
里
や
茶
屋
女
、
素

的
作
品
」
で
あ
る
。

絵
も
源
氏
物
語
の
翻
案
で

趣
向
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く

品
と
も
、
挿
し
絵
に
登
場

は
異
な
る
の
で
あ
る
。

り
後
の
例
と
し
て
は
、
安

歌
川
豊
国
三
代
（
国
貞
）

わ
る
男
性
を
、
す
べ
て
美

で
あ
る
。

い
た
挿
し
絵
が
あ
る
。
た

た
僧
坊
を
、『
偐
紫
田
舎

。
こ
の
前
例
と
し
て
は
、

す
べ
て
女
性
に
擬
せ
ら
れ



す
る
こ
と
は
、『
紫
式

『
紫
式
部
日
記
絵
詞
』

結
ん
で
頂
上
に
作
っ

留
め
て
い
る
。
し
か

習
は
、
平
安
時
代
に

い
る
こ
と
か
ら
推
測

と
し
て
描
き
分
け
た

図
の
う
ち
二
五
図
し

る
（
注

参
照
）。
つ

『
藤
の
縁
』
は
全
五
四

の
２
）。
た
だ
し
描
き

を
遵
守
し
て
い
る
が

世
の
風
俗
が
混
入
し

束
ね
頭
上
に
櫛
を
刺

源
氏
絵
に

『
藤
の
縁
』
し
か
な
い

の
希
有
な
作
品
で
は

の
比
率
が
増
え
た
要

三
章
）、
そ
れ
は
『
藤

歌
を
選
ん
だ
か
ら
で

見
る
と
、
バ
ー
ク
本

部
日
記
』
や
そ
れ
を
一
三
世
紀
前
半

に
見
ら
れ
、
産
養
に
参
加
し
た
女
房

た
小
さ
な
髻
（
も
と
ど
り
）
に
釵
子

し
『
藤
の
縁
』
の
よ
う
に
櫛
を
差
し
て

は
な
い
。『
藤
の
縁
』
に
も
王
朝
風
の

す
る
と
、
垂
髪
は
貴
人
、
結
髪
は
女
房

の
で
あ
ろ
う
。

か
な
く
、
そ
れ
以
外
は
光
吉
か
光
則
の

ま
り
半
分
以
上
は
新
し
い
場
面
で
あ

図
の
う
ち
過
半
数
の
三
八
図
に
先
例

方
に
関
し
て
は
逆
で
、
バ
ー
ク
本
は

、『
藤
の
縁
』
は
型
破
り
で
（
第
四
章

て
い
る
。
た
と
え
ば
女
性
の
髪
型
を
見

し
て
い
る
（
図
６
）。
平
安
時
代
も
儀

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

。
す
な
わ
ち
バ
ー
ク
本
と
『
藤
の
縁

あ
る
が
、
相
違
点
も
あ
り
性
格
を
異
に

因
は
、
前
者
が
女
房
、
後
者
は
貴
女
の

の
縁
』
が
巻
名
歌
優
先
の
伝
統
に
依

あ
る
（
第
四
章
の
１
）。
ま
た
絵
の
選

は
父
光
吉
以
前
か
ら
伝
わ
る
定
型
化
し

に
絵
巻
物
に
し
た

た
ち
は
、
元
結
を

（
さ
い
し
）
を
刺
し

首
筋
が
見
え
る
風

垂
れ
髪
の
女
性
が

（
乳
母
も
含
む
）

（
注

の

の
よ
う
に
、

は
、
わ
ず
か

度
で
あ
る
。

『
藤
の
縁
』

創
案
と
考
え
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、

が
あ
る
（
第
四
章

源
氏
絵
の
約
束
事

の
３
）、
時
に
は
近

る
と
、
後
ろ
髪
を

式
で
は
髪
上
げ
を

の
風
俗
で
描

風
絵
（
も

公
家
の

分
尊
重

新
し
い

る
庶
民

を
加
え

』
は
、
女
性
優
勢

す
る
。
ま
ず
女
性

増
加
で
あ
り
（
第

ら
ず
、
主
に
贈
答

定
場
面
に
つ
い
て

た
も
の
が
全
六
〇

男
性
の
場

巻
に
登
場
す

様
は
近
世
の

随
身
な
ど
の

現
す
る
た
め

に
例
が
あ
り

著
書
、
一
三
九
頁
）

近
世
の
風
俗
を
意
識
し
て
取
り
入
れ
て

に
玉
鬘
の
巻
に
お
い
て
、
庶
民
の
様
子

終
わ
り
に

の
本
文
を
著
し
た
人
は
、
源
氏
物
語

き
込
む
」「
時
代
の
好
み
を
反
映
」
し

と
九
条
家
源
氏
の
間
の
襖
絵
）
に
も
、

障
壁
画
に
ふ
さ
わ
し
く
古
典
的
な
主
題

し
な
が
ら
、
山
楽
は
謹
直
で
し
か
も
的

源
氏
絵
の
形
を
創
り
出
し
た
。
特
に
沿

た
ち
に
は
、
思
い
切
っ
て
時
世
粧
を
盛

な
が
ら
、
古
典
的
人
物
と
の
見
事
な 二

合
も
、
王
朝
風
で
な
い
姿
が
一
部
に
見

る
大
夫
監
（
肥
後
の
国
の
豪
族
）
と
そ

侍
と
奴
（
や
っ
こ
）
の
よ
う
で
あ
る

都
人
は
伝
統
的
な
装
い
で
あ
る
の
で
、

に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

、
土
佐
光
吉
の
襖
絵
・
色
紙
絵
に
は
、

い
る
。
一
方
バ
ー
ク
本
で

に
当
世
風
が
見
ら
れ
る
程

を
元
に
梗
概
化
し
た
の
で

て
い
る
し
、
狩
野
山
楽
の

と
伝
統
的
な
技
法
と
を
充

確
な
描
写
力
を
生
か
し
、

道
の
街
並
み
や
、
見
物
す

り
こ
み
、
風
俗
画
的
興
趣

調
和
に
成
功
し
て
い
る
。

四
〇

ら
れ
る
。
そ
れ
は
玉
鬘
の

の
家
来
た
ち
で
、
そ
の
有

（
図
７
）。
一
方
、
貴
人
や

侍
・
奴
姿
は
田
舎
人
を
表

描
き
分
け
は
既
に
肉
筆
画

「
見
物
す
る
子
女
を
当
代



源
氏
絵
に

注

秋
山
虔
・
田
口

昭
和
六
三
年
）
所

片
桐
洋
一
氏
編

昭
和
五
八
年
。

っ
て
描
い
た
た
め
女

る
。本

書
の
ほ
か
、
光

男
性
を
上
回
っ
て
い

後
者
は
見
立
て
と
い

に
な
っ
て
も
男
性
優

有
な
作
品
で
は
あ
る

の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト

優
先
す
る
と
い
う
中

選
ん
で
い
る
。
そ
し

知
識
は
な
く
、
本
書

画
は
土
佐
派
な
ど
の

準
拠
し
な
が
ら
創
案

源
氏
絵
の
約
束
事
を

は
な
く
、
絵
に
す
べ

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

栄
一
氏
監
修
『
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界

収
。

『
源
氏
物
語
絵
詞
｜
翻
刻
と
解
説
｜
』
一
三

性
の
方
が
多
く
な
り
、
ま
た
近
世
の
風

則
筆
バ
ー
ク
本
と
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』

る
。
し
か
し
前
者
は
源
氏
絵
の
型
を
踏

う
点
で
他
の
作
品
と
異
な
る
。
結
局
こ

勢
が
主
流
で
あ
る
世
界
に
お
い
て
、
女

が
、
そ
の
性
格
や
実
体
は
三
者
三
様
な

を
利
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

世
以
来
の
伝
統
に
則
ら
ず
、
主
に
贈
答

て
絵
師
も
山
本
春
正
画
を
一
部
見
た
程

の
梗
概
本
文
に
合
わ
せ
て
挿
し
絵
を
描

作
品
と
同
じ
く
男
性
優
勢
で
あ
り
、
古

も
試
み
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
藤

知
ら
ず
、
女
性
化
が
好
ま
れ
た
当
時
の

き
場
面
を
抜
き
出
し
た
『
源
氏
物
語
絵

源
氏
物
語
』（
学
研
、

一
頁
、
大
学
堂
書
店
、

平
成
一
二

そ
の
ほ

り
、
こ
れ

『
源
氏
物

光
則
が
意

か
も
し
れ

俗
も
混
入
し
て
い

も
女
性
の
総
数
が

襲
し
て
い
る
し
、

の
三
件
は
、
近
世

性
優
勢
と
い
う
希

の
で
あ
る
。

「
浮
世
絵

要
」

、

鈴
木
重

典
文
学
大

小
林
忠

摩
書
房
、

吉
田
幸

岩
波
書
店

秋
山
光

の
際
、
巻
名
歌
を

歌
が
あ
る
箇
所
を

度
で
、
源
氏
絵
の

い
て
い
る
。
春
正

く
か
ら
の
先
蹤
に

の
縁
』
の
絵
師
は

嗜
好
・
風
潮
に
沿

巻
が
九
つ須いを『成

『
偐
紫

な
み
に
袖

語
・
東
下

男
な
が
ら

詞
』（
注

参
照
）

久
下
裕

二

年
。

か
バ
ー
ク
本
の
幻
の
巻
で
は
、
畳
を
敷
き
詰

は
平
安
時
代
の
習
わ
し
で
は
な
い
と
指
摘

語
五
十
四
帖
』
一
七
四
頁
、
平
凡
社
、
昭
和

識
し
て
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
後
世
の

な
い
。

が
記
憶
し
た
伊
勢
物
語
絵
」
一
七
四
頁

平
成
一
一
年
三
月
）。

三
氏
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
第
二
十
七
編
、
二

系
、
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
）。

氏
『
江
戸
浮
世
絵
を
読
む
』
一
四
九

一
五

平
成
一
四
年
。

一
氏
担
当
「
好
色
伊
勢
物
語
」
の
項
、『
日

、
昭
和
五
九
年
。

和
氏
『
日
本
絵
巻
物
の
研
究
』
上
、
一
四
一

も
あ
る
。

磨
図
を
は
じ
め
九
図
が
『
小
鏡
』
本
文
に
挿

と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
明
暦
大
本
『
小

準
備
し
た
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
は
な
か

源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
｜
物
語
絵
の
視
界
』

八
年
）。

田
舎
源
氏
』
や
少
女
漫
画
の
指
摘
は
、
神
谷

が
長
い
男
性
像
は
、
鈴
木
春
信
の
浮
世
絵

り
の
段
の
パ
ロ
デ
ィ
）
に
見
ら
れ
、「
馬
上

右
袖
が
長
す
ぎ
る
の
は
不
可
解
）」
と
指
摘

利
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
絵
の
場
面
が四

一 め
た
部
屋
に
炉
を
切
っ
て
お

さ
れ
て
い
る
（
清
水
好
子
氏

五
七
年
）。
し
か
し
、
そ
れ
は

慣
習
と
気
付
か
ず
描
い
た
の

、「
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀

二
一
頁
の
解
説
（
新
日
本
古

一
頁
、
ち
く
ま
新
書

、
筑

本
古
典
文
学
大
辞
典
』
所
収
、

頁
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、

絵
の
該
当
場
面
の
記
述
が
な

鏡
』
用
と
し
て
新
作
の
挿
絵

っ
た
と
い
え
よ
う
。（
同
氏
著

二
〇
四
頁
、
笠
間
書
院
、
平

勝
広
氏
の
教
示
に
よ
る
。
ち

「
見
立
て
東
下
り
」（
伊
勢
物

の
若
い
男
（
刀
や
髪
型
等
は

さ
れ
て
い
る
（
仲
町
啓
子
氏

本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い



源
氏
絵
に

末
尾
に
載
せ
た

は
新
日
本
古
典
文

に
よ
る
。
掲
載
を

描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

挿
し
絵
は
、『
藤
の
縁
』
は
長
野
短
大
蔵
本

学
大
系
、『
絵
入
源
氏
』
は
吉
田
幸
一
氏
『

許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
学
・
出
版
社
に
厚

（図１ ）『絵入源氏』帚木の巻

、『
偐
紫
田
舎
源
氏
』

絵
入
本
源
氏
物
語
考
』

く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

二

（図１ ）『藤の縁』空蝉の巻

四
二



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図１ ）『藤の縁』薄雲の巻 （図１ ）『絵入源氏』薄雲の巻

二
四
三

（図１ ）『藤の縁』真木柱の巻 （図１ ）『絵入源氏』真木柱の巻



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図１ ）『絵入源氏』竹川の巻

二

（図１ ）『藤の縁』竹川の巻

四
四



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図１ ）『絵入源氏』橋姫の巻

二
四
五

（図１ ）『藤の縁』橋姫の巻



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図１ ）『絵入源氏』夢浮橋の巻

二

（図１ ）『藤の縁』手習の巻

四
六



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図２ ）『藤の縁』幻の巻 （図２ ）『絵入源氏』幻の巻

二
四
七

（図３ ）『絵入源氏』総角の巻



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図３ ）『藤の縁』総角の巻

二

（図３ ）『絵入源氏』浮舟の巻

四
八



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図３ ）『藤の縁』浮舟の巻

二
四
九

（図４）『藤の縁』藤袴の巻



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図５ １）『偐紫田舎源氏』十二編

二

（図５ ２）『偐紫田舎源氏』三十八編

五
〇



源
氏
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の
比
率
に
つ
い
て

（図６）『藤の縁』明石の巻

二
五
一

（図７）『藤の縁』玉鬘の巻


