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次
の
文
章
は『
源
氏
物
語
』「
手て

習な
ら
い

」巻
の
一
節
で
あ
る
。
浮う
き

舟ふ
ね

と
い
う
女
君
は
、
薫か
お
る

と
い
う
男
君
の
思
い
人
だ
っ
た
が
、
匂
に
お
う
の

宮み
や

と
い
う
男

君
か
ら
強
引
に
言
い
寄
ら
れ
て
深
い
関
係
に
な
っ
た
。
浮
舟
は
苦
悩
の
末
に
入じ
ゆ

水す
い

し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
、
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
ふ
も
と
の
小お

野の

の
地
で
暮
ら
し
て
い
る
。
本
文
は
、
浮
舟
が
出
家
を
考
え
つ
つ
、
過
去
を
回
想
し
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
読
ん

で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
5
）に
答
え
よ
。（
配
点　

50
）

あ
さ
ま
し
う
も
て
そ
こ
な
ひ
た
る
身
を
思
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
宮
を
、
す
こ
し
も
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
こ
え
け
む
心
ぞ
い
と
け
し
か
ら
ぬ
、
た
だ
、
こ
の

人
の
御
ゆ
か
り
に
さ
す
ら
へ
ぬ
る
ぞ
と
思
へ
ば
、
小こ

島じ
ま

の
色
を
例た
め
し

に
契
り
給た
ま

ひ
し
を
、
な
ど
て
を
か
し
と
思
ひ
聞
こ
え
け
む
と
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る

心
地
す
。
は
じ
め
よ
り
、
薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
給
ひ
し
人
は
、
こ
の
折を
り

か
の
折
な
ど
、
思
ひ
出い

づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
。
か
く
て
こ

そ
あ
り
け
れ
と
聞
き
つ
け
ら
れ
奉
ら
む
恥
づ
か
し
さ
は
、
人
よ
り
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。
さ
す
が
に
、
こ
の
世
に
は
、
あ
り
し
御
さ
ま
を
、
よ
そ
な
が
ら
だ

に
、
い
つ
か
は
見
む
ず
る
と
う
ち
思
ふ
、
な
ほ
わ
ろ
の
心
や
、
か
く
だ
に
思
は
じ
、
な
ど
Ａ
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
。

か
ら
う
し
て
鶏と

り

の
鳴
く
を
聞
き
て
、
い
と
う
れ
し
。
母
の
御
声
を
聞
き
た
ら
む
は
、
ま
し
て
い
か
な
ら
む
と
思
ひ
明
か
し
て
、
心
地
も
い
と
あ
し
。	

供
に
て
わ
た
る
べ
き
人
も
と
み
に
来
ね
ば
、
な
ほ
臥ふ

し
給
へ
る
に
、
い
び
き
の
人
は
い
と
と
く
起
き
て
、
粥か
ゆ

な
ど
む
つ
か
し
き
こ
と
ど
も
を
も
て
は
や

し
て
、「
御お

前ま
へ

に
、
と
く
ア
聞
こ
し
召
せ
」な
ど
寄
り
来
て
言
へ
ど
、
ま
か
な
ひ
も
い
と
心
づ
き
な
く
、
う
た
て
見
知
ら
ぬ
心
地
し
て
、「
な
や
ま
し
く

な
む
」と
、
こ
と
な
し
び
給
ふ
を
、
強し

ひ
て
言
ふ
も
い
と
イ
こ
ち
な
し
。
下げ

衆す

下
衆
し
き
法
師
ば
ら
な
ど
あ
ま
た
来
て
、「
僧そ
う

都づ

、
今
日
下お

り
さ
せ
給

ふ
べ
し
」、「
な
ど
に
は
か
に
は
」と
問
ふ
な
れ
ば
、「
一い
つ

品ぽ
ん

の
宮
の
御
物も
の

の
怪け

に
な
や
ま
せ
給
ひ
け
る
、
山
の
座ざ

主す

御
修ず

法ほ
ふ

仕つ
か

ま
つ
ら
せ
給
へ
ど
、
な
ほ

僧
都
参
り
給
は
で
は
験し
る
し

な
し
と
て
、
昨
日
二
た
び
な
む
召
し
侍は
べ

り
し
。
右
大
臣
殿
の
四
位
少
将
、
昨よ

夜べ

夜
更ふ

け
て
な
む
登
り
お
は
し
ま
し
て
、
后き
さ
い

の

宮
の
御
文
な
ど
侍
り
け
れ
ば
下
り
さ
せ
給
ふ
な
り
」な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
言
ひ
な
す
。
恥
づ
か
し
う
と
も
、
あ
ひ
て
、
尼
に
な
し
給
ひ
て
よ
と
言

は
む
、
ウ
さ
か
し
ら
人
す
く
な
く
て
よ
き
折
に
こ
そ
と
思
へ
ば
、
起
き
て
、「
心
地
の
い
と
あ
し
う
の
み
侍
る
を
、
僧
都
の
下
り
さ
せ
給
へ
ら
む
に
、	

忌い

む
こ
と
受
け
侍
ら
む
と
な
む
思
ひ
侍
る
を
、
さ
や
う
に
聞
こ
え
給
へ
」と
語
ら
ひ
給
へ
ば
、
ほ
け
ほ
け
し
う
う
な
づ
く
。

第
4
問

（
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）

（
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問４⑤
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例
の
方
に
お
は
し
て
、
髪
は
尼
君
の
み
梳け
づ

り
給
ふ
を
、
別こ
と

人ひ
と

に
手
触
れ
さ
せ
む
も
う
た
て
お
ぼ
ゆ
る
に
、
手
づ
か
ら
、
は
た
、
え
せ
ぬ
こ
と
な
れ

ば
、
た
だ
す
こ
し
と
き
下く
だ

し
て
、
Ｂ
親
に
い
ま
一
た
び
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
人
や
り
な
ら
ず
い
と
悲
し
け
れ
。
い
た
う
わ

づ
ら
ひ
し
け
に
や
、
髪
も
す
こ
し
落
ち
細
り
に
た
る
心
地
す
れ
ど
、
何
ば
か
り
も
お
と
ろ
へ
ず
、
い
と
多
く
て
、
六
尺
ば
か
り
な
る
末
な
ど
ぞ
う
つ
く

し
か
り
け
る
。
筋
な
ど
も
、
い
と
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
な
り
。「
か
か
れ
と
て
し
も
」と
独
り
ご
ち
ゐ
給
へ
り
。

（
注
）	

1　

宮
─
─
匂
宮
。

	

2　

小
島
の
色
を
例
に
契
り
給
ひ
し
─
─
匂
宮
に
連
れ
出
さ
れ
て
宇う

治じ

川が
わ

の
ほ
と
り
の
小
屋
で
二
人
き
り
で
過
ご
し
た
こ
と
。

	

3　

薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
給
ひ
し
人
─
─
薫
の
こ
と
。

	

4　

供
に
て
わ
た
る
べ
き
人
─
─
浮
舟
の
世
話
を
し
て
い
る
女め
の
わ
ら
わ童
。

	

5　

い
び
き
の
人
─
─
浮
舟
が
身
を
寄
せ
て
い
る
小
野
の
庵い
お
り

に
住
む
、
年
老
い
た
尼
。
い
び
き
が
ひ
ど
い
。

	

6　

僧
都
─
─
浮
舟
を
助
け
た
比
叡
山
の
僧
侶
。「
い
び
き
の
人
」の
子
。

	

7　

忌
む
こ
と
受
け
侍
ら
む
─
─
仏
教
の
戒
律
を
授
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
。

	

8　

例
の
方
─
─
浮
舟
が
ふ
だ
ん
過
ご
し
て
い
る
部
屋
。

	

9　

尼
君
─
─
僧
都
の
妹
。

	

10　

六
尺
─
─
約
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

（
注
8
）

（
注
9
）

（
注
10
）

大塚
下線

大塚
下線

大塚
ハイライト表示

大塚
下線

大塚
問４
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問
1　

傍
線
部
Ａ「
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
浮
舟
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

1

。

1　

匂
宮
に
対
し
て
薄
情
だ
っ
た
自
分
を
責
め
る
と
と
も
に
、
現
在
の
境
遇
も
匂
宮
と
の
縁
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
感
慨
に
ふ
け
っ
て
い
る
。

2　

匂
宮
と
二
人
で
過
ご
し
た
と
き
の
こ
と
を
回
想
し
て
、
不
思
議
な
ほ
ど
に
匂
宮
へ
の
愛
情
を
覚
え
満
ち
足
り
た
気
分
に
な
っ
て
い
る
。

3　

薫
は
普
段
は
淡
々
と
し
た
人
柄
で
あ
る
も
の
の
、
時
に
は
匂
宮
以
上
に
情
熱
的
に
愛
情
を
注
い
で
く
れ
た
こ
と
を
忘
れ
か
ね
て
い
る
。

4　

小
野
で
こ
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
と
薫
に
知
ら
れ
た
と
き
の
気
持
ち
は
、
誰
に
も
ま
し
て
恥
ず
か
し
い
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
。

5　

薫
の
姿
を
遠
く
か
ら
見
る
こ
と
す
ら
諦
め
よ
う
と
す
る
自
分
を
否
定
し
、
薫
と
の
再
会
を
期
待
し
て
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
。

大塚
下線

大塚
下線

大塚
下線

大塚
楕円
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問
2　

傍
線
部
ア
〜
ウ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

2

〜

4

。

ア　

聞
こ
し
召
せ

1　

お
起
き
な
さ
い

2　

着
替
え
な
さ
い

3　

お
食
べ
な
さ
い

4　

手
伝
い
な
さ
い

5　

お
聞
き
な
さ
い

イ　

こ
ち
な
し

1　

気
が
利
か
な
い

2　

大
げ
さ
で
あ
る

3　

優
し
く
な
い

4　

気
詰
ま
り
だ

5　

つ
ま
ら
な
い

ウ　

さ
か
し
ら
人

1　

知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
人

2　

口
出
し
す
る
人

3　

身
分
の
高
い
人

4　

あ
つ
か
ま
し
い
人

5　

意
地
の
悪
い
人

2

���������

3

���������

4

���������

大塚
楕円

大塚
楕円

大塚
楕円
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問
3　

こ
の
文
章
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

1　

浮
舟
は
、
朝
に
な
っ
て
も
気
分
が
悪
く
臥
せ
っ
て
お
り
、「
い
び
き
の
人
」た
ち
の
給
仕
で
食
事
を
す
る
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。

2　
「
下
衆
下
衆
し
き
法
師
ば
ら
」は
、「
僧
都
」が
高
貴
な
人
々
か
ら
の
信
頼
が
厚
い
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
、
誇
ら
し
げ
に
言
い
立
て
て
い
た
。

3　
「
僧
都
」は
、「
一
品
の
宮
」の
た
め
の
祈き

禱と
う

を
延
暦
寺
の
座
主
に
任
せ
て
、
浮
舟
の
出
家
の
た
め
に
急き
ゆ
う

遽き
よ

下
山
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

4　
「
右
大
臣
殿
の
四
位
少
将
」は
、「
僧
都
」を
比
叡
山
か
ら
呼
び
戻
す
た
め
に
、「
后
の
宮
」の
手
紙
を
携
え
て「
僧
都
」の
も
と
を
訪
れ
た
。

5　
「
い
び
き
の
人
」は
、
浮
舟
か
ら「
僧
都
」を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
も
、
ぼ
ん
や
り
し
た
顔
で
た
だ
う
な
ず
く
だ
け
だ
っ
た
。

大塚
線

大塚
線

大塚
楕円
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問
4　

傍
線
部
Ｂ「
親
に
い
ま
一
た
び
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
人
や
り
な
ら
ず
い
と
悲
し
け
れ
」の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

1　
「
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
」と
は
、
す
っ
か
り
容
貌
の
衰
え
た
今
の
浮
舟
の
姿
の
こ
と
で
あ
る
。

2　
「
見
え
ず
な
り
な
む
」は
、「
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
姿
を
隠
し
た
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。

3　
「
こ
そ
」に
よ
る
係
り
結
び
は
、
実
の
親
で
は
な
く
、
他
人
で
あ
る
尼
君
の
世
話
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
浮
舟
の
苦
境
を
強
調
し
て
い
る
。

4　
「
人
や
り
な
ら
ず
」に
は
、
他
人
を
責
め
る
浮
舟
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

5　
「『
…
…
悲
し
け
れ
』と
思
ひ
給
ふ
」で
は
な
く「
悲
し
け
れ
」と
結
ぶ
表
現
に
は
、
浮
舟
の
心
情
を
読
者
に
強
く
訴
え
か
け
る
効
果
が
あ
る
。

大塚
下線

大塚
下線

大塚
下線

大塚
下線

大塚
楕円
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問
5　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
二
重
傍
線
部「
か
か
れ
と
て
し
も
」に
関
し
て
、
生
徒
と
教
師
が
交
わ
し
た
授
業
中
の
会
話
で
あ
る
。
会
話
中
に
あ
ら
わ
れ

る
遍へ
ん

昭じ
よ
う

の
和
歌
や
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
二
重
傍
線
部「
か
か
れ
と
て
し
も
」の
解
釈
と
し
て
、
会
話
の
後
に
六
人
の
生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
発
言

1
〜
6
の
う
ち
、
適
当
な
も
の
を
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

7

・

8

。

生
徒　
　

先
生
、
こ
の「
か
か
れ
と
て
し
も
」と
い
う
部
分
な
ん
で
す
け
ど
、
現
代
語
に
訳
し
た
だ
け
で
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
ど
う
考

え
た
ら
い
い
で
す
か
。

教
師　
　

そ
れ
は
、

た
ら
ち
ね
は
か
か
れ
と
て
し
も
む
ば
た
ま
の
我わ

が
黒
髪
を
な
で
ず
や
あ
り
け
む

と
い
う
遍
昭
の
歌
に
基
づ
く
表
現
だ
か
ら
、
こ
の
歌
を
知
ら
な
い
と
分
か
り
に
く
か
っ
た
だ
ろ
う
ね
。
古
文
に
は「
引
き
歌
」と
い
っ
て
、

有
名
な
和
歌
の
一
部
を
引
用
し
て
、
人
物
の
心
情
を
豊
か
に
表
現
す
る
技
法
が
あ
る
ん
だ
よ
。

生
徒　
　

そ
ん
な
技
法
が
あ
る
な
ん
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
和
歌
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

教
師　
　

遍
昭
の
歌
が
詠
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
遍
昭
集
』と
い
う
歌
集
が
詳
し
い
よ
。
歌
の
右
側
に
は
、

な
に
く
れ
と
い
ひ
あ
り
き
し
ほ
ど
に
、
仕つ

か

ま
つ
り
し
深ふ
か

草く
さ

の
帝み
か
ど

隠
れ
お
は
し
ま
し
て
、
か
は
ら
む
世
を
見
む
も
、
堪た

へ
が
た
く
か

な
し
。
蔵
人
の
頭
の
中
将
な
ど
い
ひ
て
、
夜
昼
馴な

れ
仕
ま
つ
り
て
、「
名
残
り
な
か
ら
む
世
に
交ま

じ
ら
は
じ
」と
て
、
に
は
か
に
、
家

の
人
に
も
知
ら
せ
で
、
比ひ

叡え

に
上
り
て
、
頭か
し
ら

下
ろ
し
侍
り
て
、
思
ひ
侍
り
し
も
、
さ
す
が
に
、
親
な
ど
の
こ
と
は
、
心
に
や
か
か

り
侍
り
け
む
。

と
、
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
よ
。

生
徒　
　

そ
こ
ま
で
分
か
る
と
、
浮
舟
と
の
つ
な
が
り
も
見
え
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

教
師　
　

そ
れ
で
は
、
板
書
し
て
お
く
か
ら
、
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
も
踏
ま
え
て
、
遍
昭
の
和
歌
と『
源
氏
物
語
』の
浮
舟
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

み
ん
な
で
意
見
を
出
し
合
っ
て
ご
ら
ん
。

大塚
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1　

生
徒
Ａ
―
―
遍
昭
は
、
お
仕
え
し
て
い
た
帝
の
死
を
き
っ
か
け
に
出
家
し
た
ん
だ
ね
。
そ
の
と
き
に「
た
ら
ち
ね
」、
つ
ま
り
お
母
さ
ん

の
こ
と
を
思
っ
て「
母
は
こ
の
よ
う
に
私
が
出
家
す
る
こ
と
を
願
っ
て
私
の
髪
を
な
で
た
に
違
い
な
い
」と
詠
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
遍
昭
の
親
は

以
前
か
ら
息
子
に
出
家
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。

2　

生
徒
Ｂ
―
―
そ
う
か
な
あ
。
こ
の
和
歌
は「
母
は
私
が
こ
の
よ
う
に
出
家
す
る
こ
と
を
願
っ
て
私
の
髪
を
な
で
た
は
ず
が
な
い
」と
い
う

意
味
だ
と
思
う
な
。
出
家
を
し
て
帝
へ
の
忠
義
は
果
た
し
た
け
れ
ど
、
育
て
て
く
れ
た
親
に
申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
だ
か

ら『
遍
昭
集
』で「
さ
す
が
に
」と
言
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

3　

生
徒
Ｃ
―
―
私
は
Ａ
さ
ん
の
意
見
が
い
い
と
思
う
。
浮
舟
も
出
家
す
る
こ
と
で
、
遍
昭
と
同
じ
く
お
母
さ
ん
の
意
向
に
沿
っ
た
生
き
方

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
親
の
期
待
に
背
い
て
き
た
浮
舟
が
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
や
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
決

意
を
、
心
の
中
で
お
母
さ
ん
に
誓
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ね
。

4　

生
徒
Ｄ
―
―
私
も
和
歌
の
解
釈
は
Ａ
さ
ん
の
で
い
い
と
思
う
け
ど
、『
源
氏
物
語
』に
関
し
て
は
Ｃ
さ
ん
と
は
意
見
が
違
う
。
薫
か
匂
宮

と
結
ば
れ
て
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
の
が
、
浮
舟
の
本
心
だ
っ
た
は
ず
だ
よ
。
自
分
も
遍
昭
の
よ
う
に
晴
れ
晴
れ
し
た
気
分
で
出
家
で
き

た
ら
ど
ん
な
に
い
い
か
と
い
う
望
み
が
、
浮
舟
の
独
り
言
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
。

5　

生
徒
Ｅ
―
―
い
や
、
和
歌
の
解
釈
は
Ｂ
さ
ん
の
ほ
う
が
正
し
い
と
思
う
よ
。
浮
舟
も
元
々
は
気
が
す
す
ま
な
か
っ
た
、
親
も
そ
れ
を
望

ん
で
い
な
い
、
そ
れ
で
も
過
去
を
清
算
す
る
た
め
に
は
出
家
以
外
に
道
は
な
い
と
わ
り
き
っ
た
浮
舟
の
潔
さ
が
、
遍
昭
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

6　

生
徒
Ｆ
―
―
私
も
Ｂ
さ
ん
の
解
釈
の
ほ
う
が
い
い
と
思
う
。
で
も
、
遍
昭
が
出
家
を
遂
げ
た
後
に
詠
ん
だ
歌
を
、
浮
舟
は
出
家
の
前
に

思
い
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
違
い
は
大
き
い
よ
。
出
家
に
踏
み
切
る
だ
け
の
心
の
整
理
を
、
浮
舟
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

引
き
歌
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。
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