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証
研
宛
九
ノ
ー
ト

女
性
の
聖
性

『
源
氏
物
語
』
の
視
座
か
ら

m
田
・
由
T
趾
什
ヱ
丁

当
誌
第
二
八
号
の
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
中
世
女
性
神
話
に
関
す
る
一
考
察
」
以
来
、
東
ア
ジ
ア
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
女
性
の
神
性
．
聖
性

に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
き
た
が
、
ま
だ
論
考
に
幽
と
ま
る
よ
う
な
成
果
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
今
回
は
研
究
ノ
ー
ト
と
い
う
形
で
責
を
塞

ぐ
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
牽
引
し
て
き
た
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
女
史
と
民
俗
学
・
宗
教
学
の
分
野
で
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
カ

ト
リ
ー
ヌ
・
ク
レ
マ
ン
女
史
が
女
性
の
聖
性
に
つ
い
て
交
換
し
た
書
簡
集
を
一
読
し
た
。
　
（
注
1
）

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
及
ぶ
浩
翰
な
知
識
と
明
晰
な
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
女
性
学
者
の
論
は
、
時
に

は
批
判
し
合
い
、
か
み
合
わ
な
い
点
も
あ
り
な
が
ら
も
、
女
性
の
聖
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
啓
発
的
な
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
書
簡

集
と
い
う
性
質
上
、
精
緻
な
考
証
と
い
う
よ
り
は
、
自
ら
の
体
験
に
も
と
つ
く
所
感
を
織
り
混
ぜ
な
が
ら
、
む
し
ろ
論
文
よ
り
自
由
に
女
性

と
聖
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
感
が
強
い
。

そ
の
女
性
の
「
聖
性
」
を
見
て
行
く
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
女
性
た
ち
の
こ
と
が
思
わ
れ
た
。
こ
れ
は
意
外
な
驚
き
だ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
現
代
の
理
性
が
語
る
女
性
の
聖
性
に
、
平
安
時
代
物
語
の
女
性
が
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
。



　
鑑
盟
は
愛
と
王
権
と
救
済
の
物
語
だ
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
は
そ
の
「
救
済
」
に
聖
性
と
い
う
部
分
で
深
く

関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
と
ク
レ
マ
ン
の
論
を
見
つ
つ
『
源
氏
物
語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
紫
上
を
見
て
み
よ
う
。

お
断
り
し
て
お
く
が
、
こ
の
ノ
ー
ト
は
全
体
に
わ
た
る
批
評
田
見
地
か
ら
の
論
で
は
な
い
。
現
代
の
聖
性
論
の
拾
い
読
み
を
『
源
氏
物
語
』

の
視
座
か
ら
逆
照
射
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
通
目
の
手
紙
（
注
2
）
で
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
、
女
性
の
聖
性
は
「
生
を
与
え
る
こ
と
」
、
男
性
の
聖
性
は
「
意
味
を
与
え
る
こ
と
」
で

あ
る
、
と
定
義
し
て
い
る
。
　
「
生
を
与
え
る
こ
と
」
は
即
ち
母
性
で
あ
る
。
母
性
・
生
殖
の
聖
性
に
つ
い
て
は
新
し
く
論
じ
る
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
「
意
味
を
与
え
る
」
男
性
の
聖
性
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
俗
学
な
ど
の
立
場
か
ら
V
・
タ
ー
ナ
ー
な
ど
の
論
（
注
3
）
に
も

明
ら
か
で
あ
る
。
世
界
神
話
の
男
性
主
神
を
見
て
も
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
論
が
納
得
で
き
よ
う
。

光
源
氏
の
最
愛
の
女
性
、
紫
上
は
才
色
兼
備
で
光
源
氏
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
る
物
弼
笛
占
最
大
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
っ
て
い
い
が
、
彼
女
に

唯
一
欠
け
て
い
た
も
の
は
子
供
だ
っ
た
。
よ
き
紐
た
る
資
質
と
可
能
性
を
自
他
と
も
に
認
め
て
い
た
紫
上
に
と
っ
て
痛
恨
事
だ
っ
た
。

早
く
死
ん
だ
葵
上
の
他
に
光
源
氏
の
子
を
産
み
「
生
を
与
え
る
も
の
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
は
明
石
女
看
で
あ
る
。
水
辺
の
女

と
し
て
、
彼
女
の
担
う
神
話
的
役
割
も
大
き
い
。
そ
の
明
石
女
君
の
も
う
一
つ
の
聖
性
は
明
ら
か
に
「
母
た
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
厳
し
い

階
級
秩
序
の
支
配
す
る
現
世
に
お
い
て
、
し
か
し
、
彼
女
は
そ
の
出
身
の
故
に
我
が
子
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
姫
君
の
養
育
を
引
き
受
け
、
世
間
的
に
認
め
ら
れ
た
そ
の
地
位
を
バ
ッ
ク
に
、
姫
君
を
后
が
ね
に
ふ
さ
わ
し
い
娘
に
育
で
上
げ
た
の

は
紫
上
だ
っ
た
。
い
わ
ば
姫
君
に
「
意
味
を
与
え
る
」
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
「
生
を
与
え
た
」
明
石
女
君
に
対
し
て
、
紫
上
は
世
間
的
枠
組
の
中
で
の
意
味
づ
け
を
し
た
と
い
う
点
で
、
あ
る
意
味
で
男
性
的
役
割
を

果
た
し
た
と
い
っ
て
い
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
紫
上
の
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
母
性
愛
は
、
光
源
氏
が
常
々
姫
君
に
も
さ
と
す
よ
う
に
、

実
紐
以
上
に
母
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
分
類
を
借
り
れ
ば
、
紫
上
は
姫
君
の
養
育
に
関
し
て
は
女
性
的
な
聖
性
と
男
性
的

な
聖
性
の
体
現
者
だ
っ
た
。
紫
上
の
際
立
っ
た
聖
性
は
、
や
が
て
女
性
の
「
救
済
」
の
物
語
と
な
っ
て
、
よ
り
崇
高
な
境
地
へ
と
高
め
ら
れ

て
い
く
。

こ
の
他
に
も
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
と
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
往
復
書
簡
中
に
は
聖
と
汚
の
関
係
性
や
、
母
・
息
子
、
狂
気
・
理
性
、
女
・
男
の
二
項
対

立
な
ど
興
味
の
あ
る
論
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
で
は
そ
の
中
の
一
例
を
挙
げ
る
に
止
め
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
女
性
が
そ
の
論
に
照

ら
さ
れ
新
し
い
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
、
再
び
女
性
の
聖
性
の
問
題
を
読
む
者
に
逆
照
射
し
て
く
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
考
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え
て
い
き
た
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
女
性
の
聖
性
の
普
遍
性
と
と
も
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
性
の
聖
性
の
本
質
が
、
永
遠
か
つ
普

遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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