
『
源
氏
物
語』

（
帯
木
巻。
―
ー
六
十
九
頁）

上

の
「
こ
と
わ
り」

ー
そ
の
「
も
の
の
あ
は
れ」

と
近
接
す
る
文
芸
的
内
実
に
つ
い
て
の
考
察

「
こ
と
わ
り」
は、
「
道
理」
「
教
理」
「
法
理」
「
論
理」
等
を
表
し、
美

的
理
念
た
る
「
も
の
の
あ
は
れ」
と
対
峙
す
る
教
戒
的・
観
念
的
な
内
容
を

表
す
語
と
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
は、
普
悪
理
非
を
必
ず
し
も
基
準
と
し
な
い

人
間
的
感
情・
心
情
と
は
対
極
に
あ
る
と
見
倣
す
の
が、
殊
に
本
居
宜
長
以

降
の
通
念
で
あ
る。
確
か
に、
例
え
ば
次
の
1一
例
の
よ
う
に、
そ
の
論
の
証

左
と
な
る
も
の
は
存
す
る。

（
左
馬
頭）
7

う
ち
あ
ひ
て
勝
れ
た
ら
ん
も
こ
と
わ
り、
こ
れ
こ
そ
は、

さ
る
ぺ
き
こ
と
と
お
ぽ
え
て、
珍
ら
か
な
る
こ
と
と、
心
も
驚
く
ま
じ。」

T
〉

（
符
木
巻。
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
r
源
氏
物
語』、
一
ー
六
十一
頁）

「
法
の
師
の、
世
の
こ
と
わ
り
説
き
聞
か
せ
ん
所
の
心
ち
す
る
も、
か

つ
は
を
か
し
け
れ
ど、
か、
る
つ
い
で
は、
お
の

（
睦
言
も
え
忍
ぴ

と
ゞ
め
ず
な
ん
あ
り
け
る。」

両
者
と
も
に、
感
動・
共
感
と
は
無
緑
な
観
念
的
「
こ
と
わ
り」
で
あ
る。

前
者
は、
「
当
然
な（
も
っ
と
も
な）
こ
と（
で
あ
り）」
の
意
に
な
る
が、
「
心

も
驚
く
ま
じ」
と
あ
る
よ
う
に、
感
動
と
は
全
く
無
緑
な
理
屈
で
あ
り、
無

味
乾
煉
な
趣
で
あ
る。

し
か
し
果
た
し
て、
「
こ
と
わ
り」
は
「
も
の
の
あ
は
れ」
の
対
義
語
と

し
て
の
論
点
し
か
見
出
だ
せ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か。
紅
薬
賀
巻
に
は、

次
の
よ
う
な
用
例
が
存
す
る。

一
日
の、
源
氏
の
御
夕
影、
ゆ、
し
う
思
さ
れ
て、
御
誦
経
な
ど、

所
々
に
せ
さ
せ
給
ふ
を、
聞
く
人
も
こ
と
わ
り
と、
あ
は
れ
が
り
聞
ゆ

る
に
…．．．
 （一
ー
ニ
七一二
頁）

詳
し
く
は
後
述
す
る
が、
光
源
氏
に
対
す
る
父
桐
壺
帝
の
真
梢
を
「
こ
と
わ

り」
11
も
っ
と
も
な
こ
と
と
す
る
周
囲
の
者
た
ち
の
理
解
は、
「
あ
は
れ
が」

る
11
同
梢
す
る
心
情
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
も
っ
と
も
だ

と
い
う
理
解
は、
言
う
ま
で
も
な
く
知
的・
観
念
的
理
解
な
ど
で
は
な
く、

親
心
と
い
う
も
の
へ
の
人
情
的
理
解
で
あっ
て`

深
い
人
間
的
共
感
と
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
れ
故、
「
あ
は
れ」
の
心
情
の
生
起
へ
と
自
然
に

地

敏

彦
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つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
一

例
を
見
て
も、
「
こ
と
わ
り」

を
「
あ

は
れ」

と
対
義
語
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
如
何
に
短
絡
に
過
ぎ
る
か
が
分
か

る
で
あ
ろ
う。

こ
の
「
こ
と
わ
り」

に
つ
い
て
は、

相
良
亨
氏
が
「
日
本
の
r
理
と

の

中
で、
『
万
菜
集』

の
「
父
母
を
見
れ
ば
蓉
し
要
子
見
れ
ば
め
ぐ
し
愛
し
世

の
中
は
か
く
ぞ
許
等
和
理
云
々
」

の
長
歌
を
引
き
つ
つ
、
r
『
こ
と
わ
り』

は

こ
こ
で
も
状
況
に
お
け
る
適
切
な
あ
り
方
で
あ
る
が、

状
況
に
適
切
な
あ
り

方
と
し
て
の
r
こ
と
わ
り』

は
普
遍
的
な
内
容
を、

条
件
付
で
は
あ
る
が
獲

得
し
て
行
く
こ
と
に
な
ろ
う。
・・・・'•
こ
の
歌
自
体
が
心
梢
的
状
況
を
r
こ
と

わ
り』

と
し
て
規
範
化
す
る
も
の
が
あ
る。
r
こ
と
わ
り』

と
い
う
和
語
の

意
味
内
容
が
本
論
の
よ
う
な
観
点
か
ら
徹
底
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

(
2)
 

し
て
や
ま
な
い
。
」

と
い
う
よ
う
に、

文
学
的
解
明
へ
の
期
待
を
表
し
て

お
ら
れ
る
が、

未
だ
考
察
が
皆
無
に
等
し
い
語
で
あ
る
。

殊
に、
「
も
の
の

あ
は
れ
」

と
の
親
近
性
の
観
点
で
「
こ
と
わ
り」

を
考
察
し
た
も
の
は
皆
無

と
言
っ
て
よ
い
。
r
源
氏
物
語」

に
つ
い
て
い
え
ば、

紫
式
部
の
生
き
た
世

間
に
お
い
て
「
こ
と
わ
り」

と
さ
れ
る
内
容
の
み
な
ら
ず、

紫
式
部
自
身
が

世
問
に
対
し
て
「
こ
と
わ
り」
と
し
て
提
示
す
る
「
状
況
に
適
切
な
あ
り
方」

や
「
心
情
的
状
況」

を
も
含
み
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば、

そ
の
語
に
対
す
る

具
体
的
な
考
察
に
は、

研
究
の
現
況
に
対
し
て
猛
省
を
促
す
よ
う
な
も
の
が

あ
り
得
る
だ
ろ
う。

『
源
氏
物
語』

に
お
い
て
は、
「
こ
と
わ
り」

の
語
は
百
九
十
四
例
も
存

す
る。

そ
の
用
例
を
具
体
的
に
検
討
す
る
と、

冒
頭
に
触
れ
た
教
戒
的
・

観

nn
 
ー

念
的
な
内
容
だ
け
で
な
く、

人
間
的
な
感
梢
を
基
本
に
据
え
た
条
理
を
内
実

と
す
る
も
の
が、

多
数
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る。

そ
し
て
必
然
的
に
こ
の
こ
と

は、
『
源
氏
物
語」

に
お
け
る
r
こ
と
わ
り」

が
「
も
の
の
あ
は
れ」

と
全

而
的
に
対
峙
す
る
理
念
で
は
な
い
事
実、

逆
に
親
和
性
を
有
し
て
い
る
も
の

の
例
が
か
な
り
の
割
合
に
の
ぽ
る
事
実
を
明
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。結

論
的
に
言
う
と、
r
源
氏
物
語』

に
お
け
る
「
こ
と
わ
り」

は、

そ
の

語
の
背
恢
的
・

実
態
的
内
容
の
違
い
に
よ
っ
て、

次
の
二
種
類
に
大
別
で
き

る
と
考
え
る。教

戒
・

観
念
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り」

前
述
の
よ
う
に
「
道
理」
「
教
理」
「
法
理」
「
論
理」

等
を
表
し、

通
常
「
こ

と
わ
り」

の
典
型
と
さ
れ
て、
「
も
の
の
あ
は
れ」

と
対
峙
的
に
取
り
沙
汰

さ
れ
る
も
の
で
あ
る。

人
情
：
心
情
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り」

人
惜
・

心
梢
の
脈
絡
と
し
て
当
然
そ
う
だ
ろ
う、

無
理
も
な
い
と
い
う、

心

理
的
必
然
性
を
感
じ
さ
せ
る
内
実
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
r
源
氏
物
語」

に
お
い
て
実
際
的
に
多
用
さ
れ
て
お
り、

小
論
に
お
い
て
注
目
す
る、

心
情

的
な
理
解
や
人
皿
的
な
共
感
を
生
み
出
す
「
こ
と
わ
り
L

で
あ
り、
「
も
の

の
あ
は
れ」

と
親
和
性
の
強
い
も
の
が
厳
存
す
る
。

以
下
に、

紙
幅
の
都
合
上、

第
八
帖
「
花
宴
巻」

ま
で
の
巻
々
に
お
け
る

具
体
的
な
用
例
の
検
証
に
よ
っ
て、

教
戒
的
・

観
念
的
な
「
こ
と
わ
り」

と

は
異
な
る
人
惜
・

心
惜
的
条
理
と
し
て
の
内
実
を
も
つ
「
こ
と
わ
り
J

の
存

- 9 -



在
を
検
証
し、
こ
れ
と
「
も
の
の
あ
は
れ」
と
の
接
点
に
つ
い
て
考
察
し
た

、
。＞
 「

こ
と
わ
り」
の
語
例
は
次
の
も
の
が
初
出
で
あ
る
が、
早
く
も
教
戒·

観
念
的
「
こ
と
わ
り」
と
は
異
質
な
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。

1

あ
ま
た
の
御
方
々
を
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
つ
、ヽ
ひ
ま
な
き
御
前
わ
た
り

に、
人
の
御
心
を
尽
く
し
給
ふ
も、
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た
り。
（
桐

壺
巻。
一
ー
ニ
九
頁）

帝
が
頻
繁
に
桐
壺
ま
で
足
を
運
ぶ
こ
と
で、
多
く
の
夫
人
た
ち
が
気
を
も

み、
苛
立
つ
心
情
に
対
し
て
全
く
「
こ
と
わ
り」
だ
と
評
し
て
い
る。
首
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が、
こ
れ
は
単
な
る
嫉
妬
の
念
と
い
う
よ
り、
夫
人
た

ち
と
帝
と
の
交
流
面
に
お
け
る
正
常
な
恨
習
を
破
壊
す
る
こ
と
へ
の
当
然
の

憤
怒
の
念
が
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う。
更
に
留

意
す
べ
き
は、
夫
人
た
ち
の
そ
の
感
情
を
「
こ
と
わ
り」
だ
と
す
る
な
ら
ば、

そ
の
感
情
の
高
揚
し
た
結
呆
と
し
て
桐
壺
更
衣
の
御
寝
所
詣
で
に
対
し
「
ま

さ
な
き
こ
と
ゞ
も
L（
同
巻。一
ー
ニ
九
頁〉
を
派
生
し
て
し
ま
う
心
情
も「
こ

と
わ
り」
の
範
囲
に
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
用
例
に
お

い
て
作
者
は、
正
営
な
秩
序
を
破
ら
れ
る
こ
と
に
反
発
す
る
人
間
の
自
然
な

感
情
を
「
こ
と
わ
り」
と
し
て
共
感
を
示
し
て
い
る

ー、
言
い
換
え
れ
ば、

共
感
す
べ
き
こ
と
と
「
規
定」
し
て
お
り、
同
時
に、
普
遍
性
を
有
す
る
な

ら
ば、
た
と
え
そ
の
感
惜
の
生
み
出
す
行
為
が
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
で

あ
っ
て
も、
そ
れ
も
「
こ
と
わ
り
な
る」
こ
と
と
し
て
共
感
す
る
こ
と
を
是

と
す
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
点
で、
注
目
に
値
す
る。
こ
の
「
こ
と

わ
り」
は
ち
ょ
う
ど、
「
も
の
の
あ
は
れ」
に
普
悪
理
非
の
観
念
が
無
緑
で

あ
る
の
と
同
様
な
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か。
夫
人
た
ち

の
立
場
に
立
て
ば、
不
本
意
な
る
「
ま
さ
な
き
こ
とゞ

も」
を
派
生
さ
せ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
悲
嘆
と
憤
怒
の
心
情
は、
ま
さ
し
く
「
あ
は
れ」
な
る
も
の

な
の
で
あ
る。
更
に
言
え
ば、
桐
壺
更
衣
へ
の
帝
の
溺
愛
は
人
情
的
に
「
こ

と
わ
り
L

な
る
も
の
で
あ
る
か
ら、
ま
さ
に
こ
の一
文
は
「
こ
と
わ
り
L

と

「
こ
と
わ
り」
の
葛
藤
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い。次

も
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
帝
の
煎
愛
の
波
紋
に
関
与
す
る
例
で
あ
る
。

2

七
月
に
ぞ、
后、
ゐ
給
ふ
め
り
し。
．

．

．

．

．

．

 

弘
徹
股、
い
と
ゞ
御
心
勁

き
給
ふ、
こ
と
わ
り
な
り。（

紅
葉
賀
巻。
一
ー
ニ
九
八
ー
ニ
九
九
頁）

中
宮
位
を
藤
壺
女
御
に
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た
弘
徽
殿
女
御
の
心
の
動
揺
を

「
こ
と
わ
り」
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が、
こ
れ
が一
般
的・
普
遥
的
な
見
方

で
あ
る
こ
と
は、
後
続
部
分
に、
入
内
後
二
十
余
年
の
弘
徽
殿
女
御
の
立
后

を
当
然
と
し
て
「r
げ
に、
春
宮
の
御
母
に
て、
廿
余
年
に
な
り
給
へ
る
女

御
を
包
き
た
て
ま
つ
り
て
は、
ひ
き
越
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
が
た
き
こ
と
な

り
か
し」
と、
例
の、
安
か
ら
ず、
世
の
人
も
聞
こ
え
け
り」
（
同
巻。
一

ー
ニ
九
九
頁）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
白
で
あ
る。
か
よ
う
に、
弘
徽
殿

女
御
の
心
惜
は
「
こ
と
わ
り」
な
る
も
の
で
あ
る
が、
一
方
の
桐
壺
帝
の
決
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（
源
氏）
「
う
ち
つ
け
に、
深
か
ら
ぬ
心
の
程
と
見
給
ふ
ら
ん、
J

と
わ
り
な
れ
ど、
年
ご
ろ、
思
ひ
わ
た
る
心
の
う
ち
も、
聞
こ
え
知
ら

せ
む
と
て
な
ん、
か、
る
折
を
待
ち
出
で
た
る
も、
さ
ら
に、
浅
く
は

あ
ら
じ
と
思
ひ
な
し
給
へ」
（
帯
木
巻。
一
）
九
四
頁）

4

（
源
氏）
「
あ
な
が
ち
な
る
す
き
心
は、
更
に
な
ら
は
ぬ
を、
さ
る

ペ
き
に
や。
げ
に、
か
く
あ
は
め
ら
れ
た
て
ま
つ
る
も
こ
と
わ
り
な
る

心
ま
ど
ひ
を、
身
づ
か
ら
も
あ
や
し
き
ま
で
な
む」

（
帯
木
巻。
一
）
九
六
頁）

3
.

4
と
も
に、
光
源
氏
と
空
蜘
と
の
関
係
に
お
け
る
用
例
の
う
ち、
源
氏

の
言
葉
に
お
け
る
使
用
例
で
あ
る。
自
分
の
唐
突
な
忍
ぴ
入
り
に
対
し
て
軽

蔑
の
念
を
持
つ
の
は
道
理
だ
と
し
て
い
て、
心
情
的
条
理
へ
の
理
解
を
表
し

た
も
の
と
言
え
る。
「
死
ぬ
ば
か
り
わ
り
な
き
に、
流
る、
ま
で
汗
に
な
り
て、

い
と
な
や
ま
し
げ
な
る」
(-
1
九
十
六
頁）
等
の
空
郷
の
痛
々
し
い
描
写

に
は、
厳
し
く
人
間
の
煩
悩
を
見
つ
め
る
作
者
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る。
た

だ
し、
「
げ
に、
い
と
ほ
し
く」
(-
1
九
十
六
頁）、
「
い
と、
あ
は
れ
な
り。

心
苦
し
く」
(-
)
九
十
七
頁）
等
と
い
う
よ
う
に、
空
郷
の
悲
嘆
に
共
感

3
 

断
も
若
宮
へ
の
真
情
に
基
づ
い
た
深
慮
の
点
に
お
い
て
r
こ
と
わ
り」
な
る

も
の
で
あ
る。
こ
こ
に
も
や
は
り
「
こ
と
わ
り」
と
「
こ
と
わ
り」
の
狭
間

に
苦
悩
す
る
客
観
的・
写
実
的
な
文
芸
表
出
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
「
花
宴
巻」
ま
で
の
「
こ
と
わ
り」
の
用
例
は、
右一一
例
の

ょ
う
に
男
女
の
問
題
に
お
け
る
も
の
が
最
も
多
い。
以
下、
順
次
考
察
し
て

、

Vo
,
>

 

し
て
い
る
点
で
源
氏
の
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る」
心
は
描
出
さ
れ
て
お
り、

源
氏
の
言
に
お
け
る
当
二
例
の
「
こ
と
わ
り」
の
語
の
使
用
も、
そ
の
人
格

品
位
の
設
定
上、
重
要
な
も
の
と
い
え
る。

次
の
例
は、
空
蝉
の
言
葉
を
受
け
て
の
源
氏
の
感
想
で
あ
る。

5

（
空
蜘）＇「：・・・・・
い
と
か
う
仮
な
る
浮
寝
の
程
を
思
ひ
侍
る
に、
た

ぐ
ひ
な
く
思
ひ
給
へ
惑
は
る、
な
り。
よ
し
今
は、
見
き
と
な
か
け
そ」

と
て、
思
へ
る
さ
ま、
げ
に、
い
と、
こ
と
わ
り
な
り」

（
帝
木
巻。
一
ー
九
七
ー
九
八
頁）

源
氏
の
理
不
尽
な
行
為
を
恨
む
空
蜘
の
心
情
に
つ
い
て、

品日N、
凶
�ヽ

こ
と
わ
り
な
り」
と
い
う
よ
う
に
至
上
の
同
情
を
表
現
し
て
お
り、
こ
れ
は

ま
さ
し
く
当
然
の
人
間
心
理
を
踏
ま
え
つ
つ、
同
時
に
す
ぐ
れ
て「
あ
は
れ」

的
な
共
感
で
あ
る。
故
に、
こ
れ
は
「
げ
に、
い
と、
こ
と
わ
り
に、
あ
は

れ
な
り」
と
同
義
で
あ
ろ
う。
そ
れ
に
し
て
も、
こ
の
共
感
は
作
者
の
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
源
氏
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
か
ら、
彼
は
空
卿
の
嘆
き
を

「
こ
と
わ
り」
と
受
け
止
め
た
結
果、
自
ら
の
行
為
が
も
た
ら
し
た
惨
状
に

苦
痛
を
感
じ
続
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で、
「
こ
と
わ
り」
の
語
は、
情
欲

の
業
と
い
う
も
の
を
よ
り
効
果
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
役
割
を
担っ
て
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る。

次
の
三
例
は、
光
源
氏
と
若
紫
の
関
係
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る。

6

「
い
か
な
る
方
の
御
し
る
べ
に
か
は。
お
ぽ
つ
か
な
く」
と、
聞
こ

ゅ。
（
源
氏）
「
げ
に
う
ち
つ
け
な
り
と、
お
ぽ
め
き
給
は
む
も、

aa

わ
り
な
れ
ど
…
…」
（
若
紫
巻。
i

ー一
九
二
頁）
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「
此
の
わ
か
草
の
生
ひ
出
で
ん
ほ
ど
の
な
ほ
ゆ
か
し
き
を、
似
げ
な

い
程
と
お
も
へ
る
し
も、
こ
と
わ
り
ぞ
か
し。
言
ひ
よ
り
難
き
事
に
も

あ
る
か
な。」
（
若
紫
巻。
一
ー―1
0
ニ
ー
ニ
0111
頁）

8

京
の
御
住
み
か
を
葬
ね
て
時
々
御
消
息
あ
り。
お
な
じ
さ
ま
に
の
み

あ
る
も
こ
と
わ
り
な
る
う
ち
に、
此
の
月
頃
は
あ
り
し
に
ま
さ
る
物
思

ひ
に
異
車
な
く
す
ぎ
行
く。
（
若
紫
巻。
一
ー
ニ
0
八
頁）

い
ず
れ
も、
若
紫
を
引
き
取
る
こ
と
を
決
意
し
た
源
氏
の
拗
き
か
け
を
心
外

と
す
る
尼
上
側
の
様
子
を、
源
氏
の
心
内
語
に
お
い
て
表
し
た
も
の
で
あ
る。

源
氏
に
と
っ
て
は
自
己
の
所
望
の
妨
げ
と
な
る
心
情へ
の
筋
道
立
っ
た
理
解

で
あ
り、
貨
顕
な
が
ら
も
相
手
方
の
「
こ
と
わ
り」
に
共
感
で
き
る
精
神
は、

そ
の
ま
ま
r
も
の
の
あ
は
れ」
を
知
る
精
神
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る。
又、

「
紫
の
ゆ
か
り」
た
る
若
紫
へ
の
源
氏
の
執
浩
に
は
心
情
的
に
「
こ
と
わ
り」

な
る
も
の
が
存
す
る
か
ら、
こ
れ
ら
に
も
「
こ
と
わ
り」
と
r
こ
と
わ
り」

の
恣
藤
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う。

次
に、
源
氏
と
藤
壺
と
の
あ
や
に
く
な
る
関
係
に
関
与
す
る
二
例
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
た
い。

9

（
藤
壺）
「
世
が
た
り
に
人
や
っ
た
へ
ん
た
ぐ
ひ
な
く
う
き
身
を
さ

め
ぬ
夢
に
な
し
て
も」

•

お
ぼ
し
乱
れ
た
る
さ
ま
も、
い
と、
こ
と
わ
り
に
か
た
じ
け
な
し。
（
同

巻。
一
ー
ニ
0
六
頁）

里
下
が
り
の
折
に
王
命
婦
の
手
引
き
に
よ
っ
て
源
氏
が
忍
び
入
り、
わ
り
な

き一
夜
を
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
藤
壺
の
つ
ら
い
心
情
を「
こ
と
わ
り」

7

 

と
と
ら
え
て
お
り、
人
情
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り」
で
あ
る。
源
氏

の
思
い
自
体
も
人
情
的
に
「
こ
と
わ
り」
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら、
こ
こ
で

も
「
こ
と
わ
り」
と
「
こ
と
わ
り」
の
お
藤
と
い
う
図
式
が
内
包
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る。
又、
こ
こ
は
「
い
と、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し」
と
あ
っ

て
も
自
然
で
あ
ろ
う
が、
し
か
し
r
こ
と
わ
り
に」
の
方
が、
突
然
出
来
し

た
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
態
へ
の
鷲
愕
と
懸
愧
の
情、
帝へ
の
恐
憫
の
思
い、

罪
と
因
果
へ
の
恐
怖
の
感

情等
の
渾
然
と
な
っ
た、
当
然
の
惑
乱
状
態
に
対

す
る
共
感
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う。
「
か
た
じ
け
な
し」
と
あ

る
の
は、
そ
の
よ
う
な
中
宮
の
戟
厳
が
損
な
わ
れ
た
状
態
へ
の
同
情
の
念
で

あ
る
が、
「
あ
は
れ」
の
情
を
込
め
て
の
表
出
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い。

こ
の
「
こ
と
わ
り」
は、
「
あ
は
れ」
の
共
感
を
自
明
の
こ
と
と
し
て、
度

し
難
き
恩
愛
に
庄
来
す
る
と
こ
ろ
の、
悲
劇
的
で
わ
り
な
き
苦
悩一
っ―
っ

へ
の
認
識
と
共
感
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
あ
や
に
く
な
る
関
係

に
つ
い
て、
萩
原
広
逍
が
『
源
氏
物
語
評
釈」
の
中
で、

•
…••
こ
と
わ
り
に
た
が
へ
る
あ
な
が
ち
な
る
あ
ひ
だ
の
恋
に
は
殊
に
今

一
き
は
あ
は
れ
の
ふ
か
き
こ
と
あ
る
物
な
る
故
に
こ
と
さ
ら
に
云
々
と

（
本
居
宜
長
が）
い
は
れ
た
る
は一
わ
た
り
さ
る
こ
と
に
似
た
れ
ど
そ

れ
も
事
が
ら
に
よ
る
べ
き
也。
か
く
皇
胤
の
ま
ぎ
れ
ぬ
ば
か
り
の
事
を

し
も
と
り
た
て、
世
ず
と
も
物
の
あ
は
れ
の
ふ
か
き
こ
と
は
い
く
ら
も

あ
ら
ん
を。
殊
更
に
此
御
か
た
ぐ
の
うへ
に
し
も
か、
れ
た
る
は
別
に

(3)
 

心
あ
る
も
の
に
似
た
り
。

と
説
き、
こ
れ
に
つ
い
て
工
藤
進
思
郎
先
生
が、
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「
も
の
の
あ
は
れ」
と
い
う一
元
論
で
は
と
う
て
い
読
み
解
け
な
い
問

題
が 、
r

源
氏
物
語』
に
存
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
言
葉
と
し
て
注
目

(4)
 

さ
れ
る
。

(「
国
学
者
の
源
氏
物
語
観

ー—
『
も
の
の
ま
ぎ
れ」
を
め
ぐ
っ
て
‘

�
L
)

と
説
い
て
お
ら
れ
る
の
は 、
順
現
業
の
長
大
で
深
長
な
文
芸
構
想
の
評
価
の

観
点
か
ら
も 、
ま
さ
に
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る 。

10

「（
若
宮
を）
上
の 、
お
ぼ
つ
か
な
が
り
間
え
さ
せ
給
ふ
を 。
ま
づ

見
た
て
ま
つ
り
て 、
奏
し
侍
ら
ん」
と
冊
え
給
へ
ど 、
（
藤
壺）
「

む
つ

か
し
げ
な
る
程
な
れ
ば」
と
て 、
見
せ
た
て
ま
つ
り
給
は
ぬ
も 、

Ja

わ
り
な
り 。
（
紅
葉
賀 。
一
ー

ニ
八
二
頁）

以
前
「

お
ど
ろ

／＼
し
う 、
さ
ま
異
な
る
夢」
（
若
紫
巻 。
一
ー

ニ
0
七
頁）

の
夢
解
き
に
よ
っ
て
藤
壺
が
我
が
子
を
身
ご
も
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
源

氏
が 、
右
の
揚
面
に
お
い
て
生
誕
し
た
ば
か
り
の
赤
子
の
頗
を
見
た
が
る 、

そ
れ
を
藤
壺
は
良
心
の
咎
め
に
よ
っ
て
見
せ
た
が
ら
な
い 、
だ
が 、
そ
れ
は

「
こ
と
わ
り」
だ 、
と
い
う
も
の
で
あ
る 。
し
か
し 、
直
後
に
命
婦
が
「

見

て
も
思
ふ
見
ぬ
は
た
い
か
に
嘆
く
ら
む
こ
や
世
の
人
の
惑
ふ
て
ふ
や
み
L（
紅

業
賀 。
一
ー

ニ
七
三
頁）
と
い
う
よ
う
に 、
源
氏
の
親
心
に
対
す
る
同
情
の

念
を
吐
露
し
て
い
る
如
く
に 、
源
氏
が
赤
子
を
見
た
が
る
の
は
「

こ
と
わ
り」

で 、
そ
れ
を
妨
げ
る
の
は
「

こ
と
わ
り
L

な
ら
ざ
る
こ
と
と
も
言
え
る
は
ず

で
あ
る 。
即
ち
こ
こ
で
も 、
「

こ
と
わ
り」
と
「

こ
と
わ
り
L

の
葛
藤
が
文

芸
的
な
核
心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

次
の
二
例
は 、
源
氏
と
末
摘
花
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る 。

11

（
源
氏）
「

物
思
ひ
知
る
ま
じ
き
ほ
ど 、
ひ
と
り
身
を
え
心
に
ま
か

せ
ぬ
ほ
ど
に
こ
そ 、
さ
や
う
に
かゞ

や
か
し
き
も 、
こ
と
わ
り
な
れ 。

な
に
事
も 、
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
ら
ん
と
思
ふ
に
こ
そ 。」

（
末
摘
花
巻 。
一
ー

ニ
四
五
頁）

12

（
大
輔
命
婦）
「

か
ぎ
り
な
き
人
も 、
親
な
ど
お
は
し
て 、
あ
っ
か
ひ 、

後
見
聞
こ
え
給
ふ
ほ
ど
こ
そ 、
若
ぴ
給
ふ
も
こ
と
わ
り
な
れ 。
か
ば
か

り 、
心
細
き
御
有
様
に 、
な
ほ 、
世
を
つ
き
せ
ず
思
し
はゞ

か
る
は 、

つ
き
な
う
こ
そ」
（
同
巻 。
一
ー

ニ
四
七
頁 。）

物
心
も
つ
か
な
い
子
供
や 、
親
の
庇
設
の
も
と
で
我
が
身
の
処
し
方
も
知
ら

な
い
よ
う
な
娘
の
場
合
は 、
恥
ず
か
し
が
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら 、
こ
の
「

こ
と
わ
り」
も
心
理
的
必
然
性
を
意
味
し
て
お
り 、
教

条
的
な
遊
理
の
意
味
合
い
で
は
決
し
て
な
い 。

次
は 、
同
じ
末
摘
花
巻
の 、
源
氏
の
美
に
対
す
る
命
婦
の
感
想
中
の
用
例

で
あ
る 。

3
 
ー

（
源
氏
の
微
笑
を
見
て 、
命
婦
は）
わ
れ
も 、
う
ち
笑
ま
る、
心
地

し
て 、
「

わ
り
な
の 、
人
に
恨
み
ら
れ
給
ふ
御
齢
や 。
お
も
ひ
や
り
少

な
う 、
街
心
の
ま、
な
ら
ん
も
こ
と
わ
り」
と
思
ふ 。

（
末
摘
花
巻 。
一
ー

ニ
五
四
頁）

女
性
関
係
に
お
い
て
「

お
も
ひ
や
り
少
な
う」
と
か 、
「

心
の
ま
ま」
と
い
う 、

源
氏
の
利
己
的
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
有
様
に
対
し
て 、
そ
れ
も
美
し
さ
ゆ
え

「
こ
と
わ
り」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い 。
こ
こ
か
ら 、
「

こ
と

わ
り」
が
教
戒・
観
念
的
道
理
に
反
す
る
内
実
を
表
象
す
る
こ
と
が
有
り
得
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る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
が 、
そ
れ
と
と
も
に 、
こ
の
物
語
に
お
け
る

唯
美
主
義
的
な
精
神
基
盤
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る 。

源
氏
と
葵
上
の
関
係
に
お
い
て
も
「

こ
と
わ
り」
の
用
例
が
存
す
る 。

14
「

1

1

条
院
に
は 、
人
む
か
へ
給
へ
る
な
り」
と
人
の
開
え
け
れ
ば 、（
葵

上
は）
「

い
と 、
心
づ
き
な
し」
と
お
ぼ
い
た
り 。
う
ち

／＼
の
有
様

は
知
り

給
は
ず 、
さ
も
思
さ
む
は
こ
と
わ
り
な
れ
ど 、
心
う
つ
く
し
く

例
の
人
の
や
う
に
う
ら
み
給
はゞ

、
我
も
う
ら
な
く
う
ち
語
り
て
な
ぐ

さ
め
き
こ
え
て
ん
物
を 、
思
は
ず
に
の
み
と
り
な
い
給
ふ
心
づ
き
な
さ

に 、
さ
も
あ
る
ま

じ
き
す
さ
ぴ
ご
と
も 、
出
で
来
る
ぞ
か
し 。
（
紅
葉

賀
巻 。
一
ー

ニ
七
五
頁）

若
紫
を
二
条
院
に
引
き
取っ
た
こ
と
に
対
し
て 、
葵
上
が
「

い
と 、
心
づ
き

な
し」
と
感
じ
た
の
は
3J
と
わ
り」
で
は
あ
る
が 、
し
か
し
…
…
と
い
う

文
脈
で
あ
り 、
葵
上
の
冷
厳
な
態
度
ゆ
え
に
浮
気
を
す
る
こ
と
も
「

こ
と
わ

り」
だ
と
す
る
作
者
の
と
ら
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る 、
と
い
う
見
方
も
可
能

で
あ
る 。
3
tJ
わ
り」
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中
に
「

こ
と
わ
り
な
ら
ざ
る」

要
素
が
含
ま
れ 、
反
対
に
「

こ
と
わ
り
な
ら
ざ
る」
も
の
の
中
に
「

こ
と
わ

り」
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る 。
又 、
や
は
り
「
こ
と
わ
り」

と
「

こ
と
わ
り」
の
対
立
と
い
う
構
図
で
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う 。

次
は 、
源
氏
と
識
月
夜
と
の
関
係
を
描
く
中
に
登
場
す
る
用
例
で
あ
る 。

15

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や

思
ふ

と
い
ふ
さ
ま 、
艶
に 、
な
ま
め
き
た
り 。
「

こ
と
わ
り
や 。
．

．

．

．

．

．

 

」
（
花

宴
巻 。
一
ー

三
0
七
頁）

源
氏
が
名
告
り
を
求
め
た
こ
と
に
対
し
て 、
名
告
ら
な
い
か
ら
探
し
求
め
な

い
と
い
う
こ
と
な
ら
誠
意
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
職
月
夜
の
切
り
返
し
を
「
こ

と
わ
り」
と
し
て
い
て 、
こ
れ
に
は
か
な
り
理
知
的
な
表
出
の
中
に
女
性
の

真
情
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

以
上 、
男
女
の
関
係
に
「

こ
と
わ
り」
の
関
与
す
る
例
を
順
次
考
察
し
た 。

次
の
二
例
は 、
肉
親
の
情
に
関
与
す
る
用
例
で
あ
る 。

16

（
桐
壺
更
衣
の
母
君）
「

長
き
仰
せ
言
を
た
ぴ

（
う
け
た
ま
は
り

な
が
ら 、
み
づ
か
ら
は 、
え
な
ん
思
ひ
給へ
た
つ
ま
じ
き 。
若
宮
は 、

い
か
に
お
も
ほ
し
知
る
に
か 、
ま
ゐ
り
給
は
ん
こ
と
を
の
み
な
む 、
思

し
い
そ
ぐ
め
れ
ば 、
こ
と
わ
り
に 、
悲
し
う
見
た
て
ま
つ
り
侍
る」

（
桐
壺
巻 。
一
l-
Hハ
頁）

桐
壺
更
衣
亡
き
後
の
母
君
と
靭
負
の
命
婦
と
の
対
話
部
分
で
あ
る
が 、
若
宮

が
内
衷
の
父
帝
に
会
い
た
が
っ
て
い
る
心
情
を
「
こ
と
わ
り」
と
認
識
し
な

が
ら
も 、
更
衣
母
自
身
に
と
っ
て
そ
の
心
情
は
別
れ
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
か

ら 、
悲
し
み
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る 。
換
言
す
れ
ば 、
更
衣
母
は
自
身
に

と
っ
て
「
こ
と
わ
り」
で
あ
る
別
離
の
悲
し
み
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
若
宮
の

心
情
を
r

こ
と
わ
り
な
る」
こ
と
と
し
て
共
感
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。
故

に
こ
の
「

こ
と
わ
り」
は 、
親
に
対
す
る
子
の
情
を
内
容
と
し
て
い
る
と
と

も
に 、
孫
に
対
す
る
祖
母
の
愛
情
を
も
内
包
し
て
い
て 、
極
め
て
人
消
条
理

的
な
も
の
で
あ
り 、
そ
し
て
そ
の
表
象
す
る
全
体
像
に
は
「

あ
は
れ」
の
印

象
が
浪
い
と
言
え
よ
う 。
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17

（
桐
壺
帝
は）
一
日
の
源
氏
の
御
夕
影
ゆ、
し
う
思
さ
れ
て、
御
誦

経
な
ど
所
々
に
せ
さ
せ
給
ふ
を、
間
く
人
も
「
こ
と
わ
り」
と
あ
は
れ

が
り
聞
ゆ
る
に、
春
宮
の
女
御
は
「
あ
な
が
ち
な
り」
と、
に
く
み
聞

え
給
ふ。
（
紅
葉
賀
巻。
一
ー
ニ
七
三
頁）

冒
頭
部
で
も
触
れ
た
用
例
で
あ
る。
「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
に、
帝
涙

を
拭
ひ
給
ふ
に、
上
達
部・
皇
子
た
ち
も、
み
な
泣
き
た
ま
ひ
ぬ。」
（
同
巻。

一
ー
ニ
七一
頁）
と
い
う
よ
う
に、
紅
葉
賀
の
宴
の
試
楽
に
お
い
て
見
聞
す

る
人
々
に
感
涙
を
佃
さ
せ
た
源
氏
の
「
背
海
波」
の
舞
の
無
欠
の
美
に
対
し

．
て、
盈
虚
思
想
の
上
か
ら
不
吉
な
こ
と
と
し
て
腐
除
け
の
祈
祷
を
さ
せ
る
帝

の
心
情
を
人
々
が
も
っ
と
も
だ
と
し
て
お
り、
こ
の
「
こ
と
わ
り」
は
親
の

子
に
対
す
る
真
情
を
表
し
て
い
る。
源
氏
の
十
全
さ
へ
の
共
通
の
感
銘
を
背

景
に
し
た、
愛
し
子
の
恙
無
き
前
途
を
願
う
親
の
真
情
へ
の
共
感
が、
人
々

の
「
あ
は
れ
が
る」
心
情
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
か

ら、
＾
こ
と
わ
り
↓
あ
は
れ〉
と
い
う
よ
う
に、
「
こ
と
わ
り」
と
深
い
人
間

的
な
情
念
と
の
連
係
が
厳
存
す
る
事
実
を
確
認
す
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
帝
の
祈
祷
は、
実
子
の
春
宮
を
溺
愛
す
る
母
と
し
て
源
氏
を

憎
む
弘
徽
殿
女
御
か
ら
す
る
と
「
あ
な
が
ち」
な
る

i
分
の
気
持
ち
を

無
視
し
た
無
理
や
り
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る。
女
御
が
そ
う
思
い、
恨

む
の
は
母
親
の
心
情
と
し
て
当
然
だ
と
言
え
る。
そ
う
す
る
と、
そ
の
母
性

愛
を
基
準
に
す
れ
ば
「
あ
な
が
ち
な
り」
と
思ヽ

？女
御
の
心
情
も
又
「
こ
と

わ
り」
で
あ
り、
そ
の
嘆
き
に
接
す
る
側
近
の
者
た
ち
も
又
「
あ
は
れ
が
り

問
こ
ゆ
る」
情
を
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る。
「
こ
と
わ
り」
に
は、

そ
れ
に
対
峙
す
る
「
こ
と
わ
り」
の
存
在
も
有
り
得
る
の
で
あ
る。
こ
の一

段
か
ら、
人
間
心
情
を
基
準
に
す
る
「
こ
と
わ
り」
の
相
対
的・
流
動
的
で

柔
軟
な
本
質
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う。

次
の
例
は、
主
従
関
係

に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る。

18
（
右
近
）

「
煙
に
た
ぐ
ひ
て、
し
た
ひ
参
り
な
ん」
と
い
ふ。
（
源
氏）

ご
L

と
わ
り
な
れ
ど、
さ
な
ん、
世
の
中
は
あ
る。
別
れ
と
い
ふ
も
の、

悲
し
か
ら
ぬ
は
な
し。
と
あ
る
も、
か、
る
も、
同
じ
命
の、
限
り
あ

る
も
の
に
な
ん
あ
る。
…
…」
（
夕
顔
巻。
一
ー一
六一
頁）

変
死
し
た
夕
顔
の
葬
送
後、
主
の
死へ
の
悲
嘆
の
あ
ま
り、
今
に
も
後
を
追

い
か
ね
な
い
様
子
の
右
近
を
慰
め
る
源
氏
の
言
で
あ
る。
こ
こ
の
「
こ
と
わ

り」
は、
主
人
へ
の
誠
実
な
情
愛
に
対
す
る
共
感
が
根
本
で
は
あ
る
が、
し

か
し、
そ
れ
は
忠
義
の
方
面
の
封
建
的
な
意
味
合
い
を
有
す
る
も
の
で
は
決

し
て
な
い。
そ
の
点
に
お
い
て、
ち
ょ
う
ど
親
の
子
に
対
す
る
情
や、
親
友

に
対
す
る
情
等、
極
め
て
親
し
い
者
の
死へ
の
嘆
き
と
同
質
の
心
情
と
言っ

て
よ
い。
更
に
典
味
深
い
点
と
し
て、
「
さ
な
ん、
世
の
中
は
あ
る」
以
下

の
言
が、
世
問
常
理
的、
或
い
は
仏
教
無
常
観
的
な
観
念
を
背
景
に
し
た
も

の
で
あ
り、
や
は
り
「
こ
と
わ
り」
を
言
い
表
し
て
い
る
点
で
あ
る。
こ
の

こ
と
は、
観
念
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り」
で
も
っ
て、
右
近
の
「
こ

と
わ
り」
な
る
嘆
き
の
心
情
を
締
念
に

昇華
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え

る。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も、
観
念
的
条
理
と
し
て
の
「
こ
と
わ
り」
と
は

全
く
異
質
の
人
情
的
条
理
た
る
「
こ
と
わ
り」
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
る
と

と
も
に、
そ
れ
が
「
あ
は
れ」
に
近
接
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
を
も
知
る
の
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い
う
図
式
で
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う 。

であ
る 。
又 、
こ
の一

文
も 、
「
こ
と
わ
り」
と
「

こ
と
わ
り」
の

葛
藤
と

つ
き 、
そ

以
上 、
第
八
帖
花
宴
巻
ま
で
に
お
け
る
「

こ
と
わ
り」
の

具
体
的
な
用
例

の
人
情・
心
情

条
理

的
な
様
相
の

際
立
っ

た

も
の

を
取
り
上
げ

にて考
察
し

た

。
そ
の

割

合

は
、

（
花
宴
巻
ま
で
の）

全
二
十
四
例
中
で
十
八

例
ー

四
分
の

三
も
の

割

合

に
の

ぽ
る 。
こ
の

よ
うに

、
「

こ
と
わ
り」
には「あ 、

こ
こ
で 、
「

こ
と
わ
り」
に

お
け
る
人
情

教

戒

的
・

観念

的
な
内
容
を
伴
う
も
の

だ
け
で
な
く 、
人
間
的

共
感・

は

れ」
の

感
懐
を
伴
う
用
例
が
明
ら
か
に
多
数
確
認
で
き
る
の

であ
る 。

・

心
情
的

条
理

と
し
ての

理

と
し
て
の
r

こ
と
わ
り」
の
相
違
を

「
こ

と
わ
り」
と 、
教

戒

的・
観
念
的
条

表
示
す
る
と 、
次
の

よ
う
に
な
ろ
う 。

う
に
な
る 。

人
情・
心
情

条
理

的
な
「

こ
と
わ
り」
を
内
容
的に

分
類
す
る
と 、
次
の

よ

①

．
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

男
女
の

情
関
係：．．．．
 1

④ ③
胄 12.

13.
15.
17.
18
 

親
の

情
関
係：；・・・
2.
14

,．・

と
も
に
十
分
に

教

従
者
の

情
関
係
…•

唯
美
的

情
関
係：・
・

③

・

613的

i

戒

な

表象に
な
り
得
る
要
紫
を
も
つ
も
の

であ

①る文
芸
的
な
効
果に
深
く
関
与
す
る
も
の

で
あ
っ
た 。
④

の
13
の

例
な
どは
、

り 、
源
氏
と
藤
壺・
空
郷
と
の

関
係に
関
与
す
る
用
例
をは

じ
め 、
ど
れ
も

が 、
考
察
し

た

用
例は

全
て人

情·
心
情
に
根
差
し

た

内
実
を
有
し
てお

美
が
道
徳
に
優
先
す
る
と
い
う 、
文
芸
的
に
象
徴
的
な
意
味
合
い
す
ら
明

し
てい

た

。

示

更に
、
「^

こ
と
わ
り」
と
「

こ
と
わ
り」
の

葛
藤〉
と
い
う 、
基
盤
と
す

心
的

状
況
の

相
違
が
も

た

ら
す
と
こ
ろ
の

情
と
情
と
の

せ
め
ぎ

合

い
を
内

る包

し

、
ま
さ
に
文
芸
的
な
葛
藤
そ
の

も
の

を
表
象
す
る
例
も
多
く
認
め
ら
れ

た

(
1.
6.
7.
8.
9.
10.
15.
16.
17) 0

本
居
宜
長は

、
「

盛
者
必
衰 、
会
者
定
離
の

理

り

は
一
向
に
よ
り
も
つ
か
ぬ
こ
とに

て・:...
 

(5)
 L

(
r

紫
文
要
領』
巻
下） 、
「

す

：’
…

煩
悩
即
菩
提
の

理

りべ
てあ

やに
く に
物
の
理
り
を
立
てむ

と
か
ま
へ
て
作
る
ゆ
ゑ
に 、
う
ち
聞

巻
三）
等
と
い
う
よ
う
に 、
文
学
の

教

戒

くに
賢
こ
くは
あ

め
れ
ど 、
憎
き
方
ま
じ
り
て
…·;

」
（『
石
上
私
淑
言』

(6)
 

・
教
条
的
な
在
り
方
を
否
定
し 、r
も
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の
の
あ
は
れ」
論
を
主
張
す
る
た
め
の
便
宜
上、「
こ
と
わ
り」
を
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
の
位
個
に
据
え
た
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
奇
し
く
も
宣
長
自
身
の
言
説

の
中
に、
「
心
あ
ら
ん
人
(
11
作
者）
は
感
ず
べ
き
理
り
を
知
ら
せ、
そ
れ

を
感
ぜ
ぬ
人
の
口
惜
し
く
心
な
き
こ
と
を
強
く
い
へ
り。
さ
れ
ば
物
の
哀
れ

7
1
)
 

を
知
ら
ぬ
人
は
虎
狼
に
も
劣
れ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
」(r
紫
文
要
領』
巻
上）

と
あ
る
よ
う
に、
〈
物
の
哀
れ
を
知
る
11
感
ず
べ
き
理
り
を
知
る〉
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る。

紙
幅
の
都
合
上、
詳
述
で
き
な
い
が、
他
に
教
戒・
観
念
的
条
理
の
み
を

．

表
す
語
と
し
て
「
道
理」
が
あ
る。
用
例
の
み
を
示
す
と、

品拙碑
を
も
失

は
せ」
（
桐
壺
巻。
一
ー
四一＿
頁）、
「
枇
の

迎理
を
思
ひ
と
り
て」
（
帯
木
巻。

一
ー
八
三
頁）、
「
世
間
の

遡瑕
な
れ
ど」
（
若
紫
巻。
一
ー
ニ
―
三
頁）、
「
大

方
の

迎理
に
て
も」
（
賢
木
巻。
一
四
0
五
頁）
等
で
あ
る。
漢
語
で
純
然

た
る
思
想
語
で
あ
る
「
道
理」
と
は
異
な
り、
「
こ
と
わ
り」
は
本
来
「
事

を
割
る」
こ
と
で、
実
社
会・
実
生
活
に
密
培
し
た
「
善
悪」
「
理
非」
「
当·

不
当」
の
判
定
に
関
わ
る
用
語
で
あ
る。
「
こ
と
わ
り」
の
判
定
基
準
と
い

う
も
の
が
法
令
や
教
理・
個
教
道
徳
と
い
っ
た
絶
対
的
な
規
範
だ
け
な
ら、

そ
の
使
用
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う。
し
か
し
例
え
ば、

現
代
で
も
日
常
的
に
「
そ
れ
は

網理
だ」

品端9
で
お
か
し
い
と
思
っ
た」

と
か、
「
そ
れ
は
間
述
っ
て
い
る」
「
そ
れ
は
正
し
く
な
い」
等
と
い
う
時、

そ
の
判
断
の
基
準
に
は
絶
対
的
な
も
の
は
む
し
ろ
少
な
い
が、
「
こ
と
わ
り」

も
同
様
で
あ
る。
同
じ
人
間
と
し
て
の、
又
は、
文
化
的・
精
神
的
な
土
壌

を
共
有
す
る
者
と
し
て
の
「
当
然
の
共
感」
が
判
定
基
準
と
な
る
こ
と
も
当

然
あ
る
だ
ろ
う。
要
す
る
に、
そ
れ
自
体
は
「
も
の
の
筋
迫し
に
過
ぎ
な
い

「
こ
と
わ
り」
に
お
い
て、
そ
の
内
実
た
る
「
当
然
の
こ
と」
が
人
間
心
惜

の
筋
道
と
し
て
人
間
的・
普
遥
的
に
そ
う
な
の
か、
教
義
的・
論
理
的
に
そ

う
な
の
か
と
い
う
述
い
が
煎
要
で
あ
り、
前
者
を
前
提
と
す
る
と
き
に、
必

然
的
に
「
こ
と
わ
り」
の
認
識
は、
即、
人
間
的
共
慇
や
「
も
の
の
あ
は
れ」

の
情
緒
の
源
泉
と
な
る
の
で
あ
る。
物
語
作
者
が一
体
ど
う
い
う
こ
と
を
肯

定
的
に
「
こ
と
わ
り」
と
表
象
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は、

そ
の
文
芸
的
本
意
を
的
確
に
知
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え

よ
う。
（
了）

注(
1)

以
下、
r
源
氏
物
語』
の
本
文
引
用
は
全
て、
山
岸
徳
平
氏
校
注
の
岩
波

日
本
古
典
文
学
大
系
r
源
氏
物
語」
一
に
拠
り、
r

1

」
と
略
記
す
る。
尚、

引
用
文
中
の
「
」
や
(
)
•
読
点
は、
適
宜
省
略
す
る。

(
2)

岩
波
柑
店
「
文
学」
昭
和
六
十
二
年
五
月
号、
八
十一
頁。

(
3)

大
正
二
年
呈
学
柑
院
r
訂
正
再
版

国
文
注
釈
全
術」
一
、
三一
1
三
二

頁。
尚、
引
用
原
文
中
の
句
点
は、
文
末
以
外
の
も
の
は
省
略
し
た。

(
4)

桜
楓
社
r
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念

日
本
文
芸
の
潮
流』
（
平
成
六
年

一
月）
五
ニー
頁。

(
5)

新
潮
日
本
古
典
梨
成
r
本
居
宜
長
集』
（
日
野
龍
夫
氏
校
注）
昭
哭、
一

七
三
頁。

(
6)

注
5
の
柑、
四
五
0
ー
四
五一
頁。

(
7)

同、
二ニ
三
頁。
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※
こ
の
小
論
は 、
工
藤
進
思
郎
先
生
か
ら
博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
ご
教
示
賜っ

た
も
の
の
ご
く一
部
を
基
に
し
て
成っ
た
も
の
で
す 。

先
生
に
は 、
故
森
岡
常
夫
先
生
ご
退
官後
の
修
士
課
程
二
年
目
（
昭
和
五
十
l

年
度）
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
変
わ
る
こ
と
な
く
丁
寧
親
身
な
ご
指
導
を
賜
り 、

私
に
我
が
人
生
最
大
の
恩
師
と
し
て
言
い
よ
う
の
な
い
腺
敬
と
感
謝
の
念
を
抱
い

て
参
り
ま
し
た 。
こ
の
機
会
に
衷
心
よ
り謝
意
を
表
さ
せ
て
頂
き
ま
す 。

（
か
み
ち
と
し
ひ
こ

別
府
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授）

（
平
成
十
三
年一
月
ー

十
二
月）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー

〈
単
行
本）

日
本
語
日
本
文
学
の
研
究
（
前
田
宮
棋
先
生
退
官
記
念
論
集
刊
行
会）

広
島
県
職
後
国
語
教
育
実
践
研
究
文
献
目
録
第一
集
（
安
田
女
子
大
学
言

語
文
化
研
究
所）

広
島
女
学
院
大
学
公
開
魏
座
論
集

旅
と
日
本
文
学
（
広
島
女
学
院
大
学
日

本
語
日
本
文
学
科）

．
安
田
文
芸
論
叢
研
究
と
演
科
（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会）

忘
れ
え
ぬ
女
性
松
尾
穂
遺
稿
拾
造
と
追
憶
（
松
尾
聰
八
洲
子
光）

〈
雑

誌〉

愛
知
教
育
大
学
國
語
國
文
學
報（
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室）

しブ愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専

岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）

岩
手
郷
土
文
学
の
研
究
（
岩
手
郷
土
文
学
研
究
会）

宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）

＋
ニ

歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

＝＿
四

王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）

五

王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）

十
二

大
阪
背
山
短
大
国
文
（
大
阪
青
山
短
期
大
学
国
文
会）

十
六 、
十
七

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー

報
告
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー）

九

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学）

大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）

大
要
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）

＝＝―

大
要
女
子
大
学
紀
要
ー

文
系
ー

（
大
要
女
子
大
学）

九

九

八

一
八

攻）愛
知
淑
徳
大
学
国
膀
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）

愛
知
大
學
國
文
學
（
愛
知
大
學
國
文

學會）

四
十

青
山
栢
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

三一

旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
国
語
国
文
学
会）

股
（
山
崎
勝
昭）

七

跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科）

十
六

ニ
四

九
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