
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

︱
物
語
作
者
︿
紫
式
部
﹀
と
の
関
わ
り
か
ら

︱

加

藤

直

志

は
じ
め
に

前
近
代
︑
と
り
わ
け
古
代
の
︿
夢
﹀
に
つ
い
て
は
︑
西
郷
信
綱①
︑
河
東
仁②
︑

倉
本
一
宏③
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
︑
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る④
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
︑︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現
に
つ
い
て
は
︑

そ
れ
が
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
場
面
な
ど
と
い
っ
た
︑
極
め
て
重
要
な
文
脈
で

用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
さ
ほ
ど
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
と

は
言
い
難
い⑤
︒

本
稿
で
は
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
お
け
る
︑︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現
の
持

つ
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
︒﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
は
︑
作
者
自
身
が
︑
自
己
の

存
在
感
覚
の
形
容
と
し
て
︿
夢
﹀
を
用
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒
詳
細
は
後
述

す
る
が
︑
管
見
の
限
り
︑
こ
の
よ
う
な
用
法
は
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
及
び
﹃
源
氏

物
語
﹄
以
前
に
は
発
見
で
き
ず
︑
そ
の
意
味
で
物
語
作
者
︿
紫
式
部
﹀
に
特
有

の
使
用
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
研
究
史
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
執
筆
事
情
へ
の
関
心
や
平

安
時
代
の
史
料
的
価
値
を
重
視
す
る
も
の
か
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
と
し

て
の
紫
式
部
へ
の
関
心
を
経
て
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
自
体
を
研
究
対
象
と
す
る

も
の
へ
と
推
移
し
︑
近
年
で
は
再
び
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
と
し
て
の
紫
式
部

の
日
記
と
い
う
捉
え
方
を
重
視
す
る
論
考
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る⑥
︒
戦
後
の
テ
ク
ス
ト
論
の
隆
盛
に
よ
り
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
﹃
紫
式
部
集
﹄
と

﹃
源
氏
物
語
﹄
と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
き
ら
い
も

あ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
こ
れ
ら
が
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
事

実
は
我
々
の
前
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
千
年
以
上
前
に

書
か
れ
た
物
語
の
作
者
が
明
ら
か
で
︑
そ
の
日
記
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
自
体
︵
日
記
と
い
う
も
の
の
概
念
が
現
代
と
異
な
る
に
せ
よ
︶
︑

人
類
史
的
に
見
て
も
極
め
て
希
な
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
︑

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
三



﹃
紫
式
部
日
記
﹄
を
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
関
連
で
論
じ
る
方
法
を
改
め
て
探
る

こ
と
に
は
︑
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹃
紫
式
部
日

記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
だ
け
を
比
較
し
て
論
じ
る
と
い
う
従
来
の
方
法
で
は
な

く
︑
同
時
代
の
他
の
テ
ク
ス
ト
を
も
比
較
対
象
に
加
え
た
︒
他
の
テ
ク
ス
ト
に

見
ら
れ
な
い
特
徴
が
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
だ﹅

け﹅

に
共
通
し
て

見
ら
れ
た
場
合
︑
初
め
て
︿
紫
式
部
﹀
に
特
有
の
特
徴
と
言
い
得
る
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
︒
な
お
︑
本
稿
に
お
け
る
︑
物
語
作
者
︿
紫
式
部
﹀
と
は
︑
こ
の
よ

う
な
分
析
方
法
を
取
り
な
が
ら
︑﹁
複
数
の
人
間
の
書
写
行
為
や
読
み
の
重
な

り
合
い
の
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
存
在⑦
﹂
を
指
し
︑
歴
史
上
の
実
在
人
物

と
し
て
の
紫
式
部
と
は
完
全
に
同
一
の
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
と
規

定
し
て
論
じ
る
︒一

︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日
︑
一
旦
里
下
が
り
し
て
い
た
︿
紫
式
部
﹀
が
再

び
宮
中
に
戻
っ
た
際
︑
初
出
仕
の
こ
ろ
を
回
顧
し
て
︑
次
の
よ
う
に
書
き
綴
っ

て
い
る
︒師

走

し

は

す

の
二
十
九
日
に
ま
ゐ
る
︒
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
し
も
今こ

宵よ
ひ

の
こ
と
ぞ

か
し
︒
(ア
)い
み
じ
く
も
夢
路
に
ま
ど
は
れ
し
か
な
と
思
ひ
出
づ
れ
ば
︑

こ
よ
な
く
た
ち
馴な

れ
に
け
る
も
︑
う
と
ま
し
の
身
の
ほ
ど
や
と
お
ぼ
ゆ
︒

︵
寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日
／
一
八
四
頁⑧
)

傍
線
部
(ア
)で
は
︑﹁
甚
だ
し
く
も
︑
夢
路
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
よ
﹂

と
︑
出
仕
直
後
の
心
境
を
回
想
し
て
い
る
︒
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
︑︿
紫
式

部
﹀
が
自
己
の
心
情
を
表
出
さ
せ
て
い
る
箇
所
の
一
つ
で
あ
り
︑
秋
山
虔
が

﹁
式
部
の
﹁
心
﹂
と
︑
そ
の
﹁
思
は
ず
な
る
﹂
さ
ま
に
な
り
ゆ
く
﹁
う
と
ま
し

の
身
﹂
と
は
︑
果
て
し
も
な
く
葛
藤
す
る⑨
﹂
と
説
い
た
の
を
初
め
︑
多
く
の
先

行
研
究⑩
が
あ
る
︒

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︑
(
ア
)﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
は
﹃
紫
式
部
日
記
﹄

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
一
例
ず
つ
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
︑
﹃
古
今
和

歌
集
﹄
な
ど
の
歌
集
に
し
か
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず⑪
︑﹃
紫
式
部
日

記
﹄
及
び
﹃
源
氏
物
語
﹄
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
︿
紫
式
部
﹀
に
特
徴
的
な
表
現
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
則
し
て
言
え
ば
︑
宮
中
を
﹁
夢

路
﹂
に
な
ぞ
ら
え
︑
自
身
の
苦
悩
の
救
済
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

わ
ず
か
な
期
待
と
︑
そ
の
﹁
夢
路
﹂
を
す
ん
な
り
と
進
ん
で
い
く
こ
と
の
で
き

な
い
懊
悩
を
︑
独
特
の
歌
語
的
表
現
で
回
顧
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
は
︑﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
以
外
に
︑︿
夢
﹀
の
用
例
が
三

例
見
ら
れ
︑
そ
の
す
べ
て
が
﹁
夢
の
や
う
﹂
と
い
う
比
喩
表
現
で
用
い
ら
れ
て

い
る
︒
以
下
︑
順
に
引
用
す
る
︒

一
条
天
皇
の
行
幸
当
日
︑
土
御
門
殿
で
は
盛
大
な
儀
式
が
催
さ
れ
る
︒﹃
紫

式
部
日
記
﹄
に
は
︑
そ
の
際
の
︑
左
衛
門
内
侍
と
弁
の
内
侍
と
い
う
二
人
の
女

房
の
様
子
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
四



内な
い

侍し

二
人
出
づ
︒
そ
の
日
の
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
︑
唐か
ら

絵ゑ

を
を
か
し
げ

に
か
き
た
る
や
う
な
り
︒
左さ

衛ゑ

門も
ん

の
内な
い

侍し

︑
御み

佩
刀

は

か

し

と
る
︒︵
中
略
︶
弁べ
ん

の
内
侍
は
し
る
し
の
御
筥は
こ

︒
紅
に
葡え

萄び

染ぞ
め

の
織
物
の
袿
う
ち
き

︑
裳
︑
唐
衣
は
︑

さ
き
の
同
じ
こ
と
︒
い
と
さ
さ
や
か
に
を
か
し
げ
な
る
人
の
︑
つ
つ
ま
し

げ
に
す
こ
し
つ
つ
み
た
る
ぞ
︑
(イ
)心
苦
し
う
見
え
け
る
︒
扇
よ
り
は
じ

め
て
︑
好
み
ま
し
た
り
と
見
ゆ
︒
領
巾
は

楝
あ
ふ
ち

緂だ
ん

︒
(ウ
)
夢
の
や
う
に
も

こ
よ
ひ
の
だ
つ
ほ
ど
︑
よ
そ
ほ
ひ
︑
む
か
し
天あ

ま

降く
だ

り
け
む
を
と
め
ご
の
姿

も
︑
か
く
や
あ
り
け
む
と
ま
で
お
ぼ
ゆ
︒

︵
寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
／
一
五
四
～
一
五
五
頁
)

内
侍
達
の
髪
上
げ
姿
を
﹁
唐
絵
﹂
に
喩
え
た
後
︑
傍
線
部
(ウ
)で
は
︑
二
人
の

立
ち
居
振
る
舞
い
を
﹁
夢
の
や
う
﹂
と
形
容
し
て
い
る
が
︑
傍
線
部
(イ
)で
︑

内
侍
達
が
﹁
心
苦
し
く
見
え
る
﹂
と
も
書
い
て
お
り
︑
宮
廷
生
活
の
華
や
か
さ

を
表
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
に
対
す
る
︿
紫
式
部
﹀
の
醒
め
た
視
線
を
含
み
持
っ
て

い
る
︒

二
例
目
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
も
見
て
み
る
︒
出
産
を
無
事
に
終
え
た
中
宮
彰
子

が
内
裏
に
戻
っ
た
後
の
︑
寅
の
日
の
夜
︑
清
涼
殿
の
東
廂
で
は
五
節
の
舞
が
舞

わ
れ
︑
天
皇
や
中
宮
も
御
覧
に
な
る
︒︿
紫
式
部
﹀
は
︑
気
分
が
乗
ら
な
か
っ

た
も
の
の
︑
殿
︵
道
長
︶
に
急
か
さ
れ
て
よ
う
や
く
︑
参
上
す
る
︒

(エ
)も
の
憂う

け
れ
ば
︑
し
ば
し
や
す
ら
ひ
て
︑
有
様
に
し
た
が
ひ
て
ま
ゐ

ら
む
と
思
ひ
て
ゐ
た
る
に
︑︵
中
略
︶
殿
お
は
し
ま
し
て
︑﹁
な
ど
て
か
う

て
過
ぐ
し
て
は
ゐ
た
る
︒
い
ざ
︑
も
ろ
と
も
に
﹂
と
︑
せ
め
た
て
さ
せ
た

ま
ひ
て
︑
(オ
)
心
に
も
あ
ら
ず
ま
う
の
ぼ
り
た
り
︒
(カ
)舞
姫
ど
も
の
︑

い
か
に
苦
し
か
ら
む
と
見
ゆ
る
に
︑
尾を

張は
り

の
守か

み

の
ぞ
︑
心
地
あ
し
が
り
て

い
ぬ
る
︑
夢
の
や
う
に
見
ゆ
る
も
の
か
な
︒
こ
と
は
て
て
下お

り
さ
せ
た
ま

ひ
ぬ
︒

︵
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
一
日
／
一
七
七
頁
)

こ
こ
で
も
︑︿
紫
式
部
﹀
は
︑
傍
線
部
(エ
)
﹁
も
の
憂う

け
れ
﹂︑
(オ
)﹁
心
に
も

あ
ら
ず
﹂
と
︑
宮
中
の
華
や
ぐ
様
子
に
同
化
で
き
な
い
で
い
る
︒
そ
の
醒
め
た

視
線
は
︑
舞
姫
の
一
人
が
気
分
を
悪
く
し
て
退
出
し
た
様
子
を
見
逃
さ
な
い
︒

こ
の
前
日
に
行
わ
れ
た
儀
式
の
際
に
も
︑﹁
人
の
上
と
の
み
お
ぼ
え
ず
﹂︑﹁
胸

ふ
た
が
る
﹂︵
一
七
五
頁
︶
と
︑
豪
華
絢
爛
な
舞
姫
を
前
に
し
な
が
ら
︑
自
己

の
苦
し
み
へ
と
そ
の
思
考
を
転
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
傍
線
部
(カ
)の
﹁
夢

の
や
う
﹂
も
︑
華
や
ぐ
宮
廷
の
様
子
を
醒
め
た
視
線
で
見
つ
め
て
お
り
︑
(ウ
)

に
通
じ
る
要
素
を
含
み
持
つ
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
翌
日
︑
童
女
御
覧
の
儀
も
行
わ
れ
た
︒
着
飾
っ
た
童
女
達
の
様
子
を
描

写
し
た
後
︑
以
下
の
よ
う
な
文
が
続
く
︒

わ
れ
ら
を
︑
か
れ
が
や
う
に
て
出
で
ゐ
よ
と
あ
ら
ば
︑
ま
た
さ
て
も
さ
ま

よ
ひ
あ
り
く
ば
か
り
ぞ
か
し
︒
か
う
ま
で
立
ち
出
で
む
と
は
思
ひ
か
け
き

や
は
︒
さ
れ
ど
︑
目
に
み
す
み
す
あ
さ
ま
し
き
も
の
は
︑
人
の
心
な
り
け

れ
ば
︑
今
よ
り
後の
ち

の
お
も
な
さ
は
︑
(
キ
)た
だ
な
れ
に
な
れ
す
ぎ
︑
ひ
た

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
五



お
も
て
に
な
ら
む
も
や
す
し
か
し
と
︑
身
の
有
様
の
夢
の
や
う
に
思
ひ
つ

づ
け
ら
れ
て
︑
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
さ
へ
思
ひ
か
か
り
て
︑
ゆ
ゆ
し
く
お

ぼ
ゆ
れ
ば
︑
目
と
ま
る
こ
と
も
例
の
な
か
り
け
り
︒

︵
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
二
日
／
一
七
九
～
一
八
〇
頁
)

童
女
達
を
自
身
に
思
い
な
ぞ
ら
え
︑
傍
線
部
(キ
)﹁
宮
仕
え
に
す
っ
か
り
慣
れ

切
っ
て
し
ま
い
︑
人
前
で
顔
を
見
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
平
気
に
な
っ
て
し
ま
う

の
か
︑
我
が
身
の
有
様
が
夢
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒︿
紫
式

部
﹀
は
︑
出
仕
直
後
の
心
境
を
(ア
)﹁
夢
路
に
ま
ど
は
れ
し
﹂
と
回
想
し
︑
自

身
の
置
か
れ
た
空
間
を
﹁
夢
路
﹂
と
相
対
化
し
︑
そ
こ
で
戸
惑
う
心
境
を
語
っ

て
い
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑
宮
廷
生
活
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ
た
自
身
そ
の
も
の
を

﹁
夢
の
や
う
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒

こ
こ
で
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
冒
頭
直
後
の
場
面
に
目
を
転
じ
て
お
く
︒

御お

前ま
へ

に
も
︑
近
う
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
︑
は
か
な
き
物
語
す
る
を
︑
聞
こ
し
め

し
つ
つ
︑
な
や
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
︑
さ
り
げ
な
く
も
て
か

く
さ
せ
た
ま
へ
る
御
有
様
な
ど
の
︑
い
と
さ
ら
な
る
こ
と
な
れ
ど
︑
(ク
)

憂う

き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
は
︑
か
か
る
御お

前ま
へ

を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
べ
か
り

け
れ
と
︑
現う

つ

し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
︑
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る

も
︑
か
つ
は
あ
や
し
︒

︵
寛
弘
五
年
七
月
／
一
二
三
頁
)

傍
線
部
(ク
)の
﹁
か
か
る
御お

前ま
へ

を
こ
そ
た
づ
ね
ま
ゐ
る
﹂
と
は
︑
彰
子
の
も
と

で
の
宮
仕
え
を
指
し
て
お
り
︑
宮
仕
え
の
日
々
が
﹁
憂う

き
世
の
な
ぐ
さ
め
﹂

﹁
現う
つ

し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
﹂
﹁
よ
ろ
づ
忘
ら
る
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑︿
紫
式
部
﹀

に
と
っ
て
︑
ふ
さ
ぎ
込
む
心
境
を
元
気
づ
け
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
︒
こ
こ
に
︿
夢
﹀
と
対
に
な
る
︿
現
﹀
の
意
味
を
含
有
す
る
﹁
現う
つ

し
心
﹂
と
い
う
語
を
見
出
せ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹁
自
己
の
存
在
す
る
現

実
に
対
し
て
︑﹁
憂
き
世
﹂
と
規
定
し
︑
妄
執
す
る
平
生
の
心
の
様⑫
﹂
で
あ
る

と
す
る
︑
小
谷
野
純
一
に
従
い
た
い
︒

西
郷
信
綱
は
︑
夢
を
籠
り
と
の
関
係
で
捉
え
︑﹁
魂
の
働
き
を
非
日
常
的
に

活
気
づ
け
︑
ま
さ
に
夢
を
乞
う
祭
式
が
︑
聖
所
ご
も
り
で
あ
っ
た⑬
︒﹂
と
説
い

た
︒﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
は
︿
夢
﹀
そ
の
も
の
が
描
か
れ
る
場
面
は
な
い
も
の

の
︑
傍
線
部
(ア
)
(ウ
)
(
カ
)
(
ク
)等
を
踏
ま
え
る
と
︑
宮
廷
生
活
を
︿
夢
﹀
と

捉
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
︒
同
時
に
︑
そ
の
︿
夢
﹀
に
完
全
に
は

同
化
し
き
れ
な
い
で
い
る
自
己
を
冷
や
や
か
に
凝
視
す
る
も
う
一
つ
の
視
線
を

併
せ
持
っ
て
も
い
た
︒
彰
子
へ
の
出
仕
は
︑
魂
を
活
性
化
さ
せ
︑
(ク
)﹁
現う
つ

し

心
﹂
を
変
貌
さ
せ
る
︿
夢
﹀
の
空
間
か
と
も
思
え
た
が
︑
そ
う
思
い
か
け
た
自

分
を
(ク
)﹁
か
つ
は
あ
や
し
﹂
と
突
き
放
し
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
宮
廷
で
の
我

が
身
の
有
様
は
︑︿
夢
﹀
で
は
な
く
︑
(
キ
)﹁
夢
の
や
う
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
言

う
︒
と
は
い
え
︑
宮
中
に
安
住
の
地
を
求
め
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
︑
自
邸

に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
何
か
が
救
済
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
︒

さ
も
残
る
こ
と
な
く
思
ひ
知
る
身
の
憂
さ
か
な
︒
こ
こ
ろ
み
に
︑
物
語
を

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
六



と
り
て
見
れ
ど
︑
見
し
や
う
に
も
お
ぼ
え
ず
︑︵
中
略
︶
す
べ
て
︑
は
か

な
き
こ
と
に
ふ
れ
て
も
︑
(ケ
)あ
ら
ぬ
世
に
来
た
る
心
地
ぞ
︑
こ
こ
に
て

し
も
う
ち
ま
さ
り
︑
も
の
あ
は
れ
な
り
け
る
︒

︵
寛
弘
五
年
十
一
月
／
一
七
〇
頁
)

数
日
間
︑
里
下
が
り
を
し
た
際
の
記
述
で
あ
る
が
︑﹁
身
の
憂
さ
﹂
ば
か
り
が

思
わ
れ
︑
傍
線
部
(ケ
)﹁
あ
ら
ぬ
世
に
来
た
る
心
地
﹂
が
強
く
な
り
︑
他
な
ら

ぬ
﹁
物
語
﹂
を
も
慰
め
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
︒
我
々
読
者
が
︑﹃
紫
式
部
日

記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
意
識
し
て
読
む
こ
と
で
︑

こ
こ
で
語
ら
れ
る
﹁
身
の
憂
さ
﹂﹁
も
の
あ
は
れ
﹂
は
︑
よ
り
一
層
深
刻
な
も

の
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
︒︿
現
﹀
に
も
︿
夢
﹀
に
も
安
住
で
き
な
い
こ
の
よ

う
な
心
境
を
︑
高
橋
亨
は
﹁︿
現
﹀
と
︿
夢
﹀
の
二
重
否
定⑭
﹂
と
述
べ
た
の
で

あ
っ
た
︒

本
節
で
の
分
析
を
ま
と
め
て
お
く
︒︿
紫
式
部
﹀
は
︑
彰
子
の
も
と
で
の
生

活
が
救
済
へ
と
つ
な
が
る
(ア
)﹁
夢
路
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
淡
い
希
望
を
抱

い
て
出
仕
し
た
︒
一
方
で
︑
華
や
か
な
宮
廷
生
活
を
満
喫
す
る
こ
と
で
自
己
の

救
済
へ
進
ん
で
い
こ
う
︑
と
素
直
に
は
思
え
な
い
屈
折
し
た
感
情
を
も
内
包
し

て
お
り
︑
そ
の
こ
と
が
(ア
)﹁
夢
路
に
ま
ど
は
れ
し
﹂
と
い
う
歌
語
的
表
現
に

表
れ
て
い
た
︒
そ
れ
が
︑
(キ
)
に
至
り
︑
己
の
﹁
身
の
有
様
﹂
そ
の
も
の
が

﹁
夢
の
や
う
﹂
で
あ
る
と
い
う
思
い
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
︒︿
紫
式

部
﹀
は
︑︿
夢
﹀
へ
の
期
待
と
戸
惑
い
が
交
錯
し
た
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
心
境

か
ら
︑
(ウ
)
(
カ
)を
含
む
︑
彰
子
の
も
と
で
の
様
々
な
経
験
を
経
て
︑﹁︿
現
﹀

と
︿
夢
﹀
の
二
重
否
定
﹂
の
境
地
へ
と
至
っ
た
︒
こ
の
絶
望
の
深
化
が
︑︿
夢
﹀

を
用
い
た
比
喩
表
現
で
巧
み
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒

次
節
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
の
あ
り
よ
う
が
︑
︿
紫
式
部
﹀
特
有
の
も

の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
︑
他
の
テ
ク
ス
ト
の
用
例
と
の
比
較
か
ら

検
証
す
る
︒

二
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
以
外
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

本
節
で
は
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
以
外
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
及
び
﹁
夢
路
に
ま
ど

ふ
﹂
の
用
例
を
読
み
解
く
︒﹁
夢
の
や
う
﹂
の
用
例
数
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
二
十

六
例⑮
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
十
七
例
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
十
六
例
︑﹃
と
り
か
へ

ば
や
物
語
﹄
十
三
例
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄﹃
狭
衣
物
語
﹄
各
三
例
︑﹃
う
つ
ほ
物

語
﹄﹃
更
級
日
記
﹄
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
﹃
成
尋
阿
闍
梨
母
集
﹄
各
二
例
︑﹃
蜻
蛉

日
記
﹄﹃
落
窪
物
語
﹄﹃
栄
花
物
語
﹄
﹃
大
鏡
﹄
﹃
重
之
集
﹄﹃
隆
房
集
︵
艶
詞
︶﹄

各
一
例
︒
こ
れ
ら
の
多
く
は
︑
🄐
男
女
関
係⑯
︑
特
に
密
通
に
関
わ
っ
て
用
い
ら

れ
た
り
︑
🄑
死⑰
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

ま
ず
︑
🄐
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
﹃
重
之
集
﹄
の
詞
書
に
﹁
夢
の
や
う
﹂
が
あ

る
︒

あ
る
人
︑
(
コ
)み
や
た
ち
に
ゆ
め
の
や
う
に
て
や
み
に
け
る
を
︑

﹁
ゆ
め
人
に
し
ら
す
な
﹂
な
ど
︑
な
く
な
く
く
ち
か
た
め
ら
れ
け

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
七



る
を
︑
う
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば

29

思
ひ
い
で
の
か
な
し
き
も
の
は
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
の
わ
か
れ
な
り

け
り⑱

傍
線
部
(コ
)﹁
み
や
た
ち
﹂
は
﹁
複
数
で
は
な
い
︒︵
中
略
︶
さ
る
宮
︒
さ
る

皇
女
の
意⑲
﹂
で
あ
り
︑
秘
め
ら
れ
た
逢
瀬
の
後
︑
そ
の
皇
女
が
亡
く
な
っ
て
し

ま
い
︑
悲
し
み
に
暮
れ
る
際
の
詠
歌
で
あ
る
︒

ま
た
︑
類
似
の
例
が
光
源
氏
と
藤
壺
の
逢
瀬
の
場
面
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
け
ん
︑
あ
さ
ま
し
う
て
近
づ
き
参
り
た
ま
へ
り
︒

(サ
)心
深
く
た
ば
か
り
た
ま
ひ
け
ん
こ
と
を
知
る
人
な
か
り
け
れ
ば
︑
夢

の
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
︒︵
中
略
︶
(シ
)
男
は
︑
う
し
つ
ら
し
と
思
ひ
き

こ
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
き
に
︑
来き

し
方か

た

行
く
先
か
き
く
ら
す
心
地
し
て
︑

う
つ
し
心
失う

せ
に
け
れ
ば
︑
明
け
は
て
に
け
れ
ど
出
で
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
︒

︵
賢
木
／
②
一
〇
七
～
一
〇
八
頁⑳
)

光
源
氏
の
突
然
の
侵
入
に
驚
く
藤
壺
の
心
情
表
現
と
し
て
︑
傍
線
部
(サ
)﹁
夢

の
や
う
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
光
源
氏
も
︑
(シ
)﹁
う
つ
し
心
失う

せ
に
け
れ
﹂
と
平

静
の
心
境
で
は
い
ら
れ
な
い
︒﹁
夢
の
や
う
﹂
は
︑
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
︑
女

三
宮
と
柏
木
︵
若
菜
下
／
④
二
四
三
頁
︶︑
浮
舟
と
匂
宮
︵
浮
舟
／
⑥
一
八
一

頁
︶
な
ど
を
は
じ
め
︑
様
々
な
テ
ク
ス
ト
で
男
女
の
密
通
に
関
わ
っ
て
用
い
ら

れ
て
お
り
︑
平
安
文
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
比
喩
表
現
と
い

え
る
︒

一
方
︑﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
夢
の
や
う
﹂
と
の
間
に
︑
共
通

す
る
要
素
だ
け
で
は
な
く
︑
差
異
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
古
今
和
歌
集
﹄

の
用
例
を
見
て
み
る
︒

524

思
ひ
や
る

境
さ
か
ひ

は
る
か
に
な
り
や
す
る
ま
ど
ふ
夢ゆ
め

路ぢ

に
逢あ

ふ
人
の
な

き

︵
巻
第
十
一
・
恋
歌
一㉑
)

恋
人
の
も
と
へ
と
魂
が
移
動
す
る
通
路
︑
﹁
夢
路
﹂
に
い
る
は
ず
な
の
に
︑
う

ま
く
相
手
の
魂
と
出
逢
え
な
い
と
い
う
︒﹃
後
撰
和
歌
集
﹄﹁
ゆ
き
や
ら
ぬ
夢
地

に
ま
ど
ふ

袂
た
も
と

に
は
天あ
ま

つ
空そ
ら

な
き
露つ
ゆ

ぞ
置を

き
け
る
﹂︵
巻
第
九
・
恋
一
・
559
㉒︶

も
︑
そ
の
点
で
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
︒
男
女
関
係
と
い
う
意
味
で
は
︑
﹃
重

之
集
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
と
も
共
通
す
る
が
︑
む
し
ろ
逢
い

た
い
相
手
に
逢
え
ず
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
心
境
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
夢
﹂
と
﹁
恋
﹂
の
関
係
は
︑
﹁
夢
﹂
が
ま
だ
﹁
イ
メ
﹂
と
呼

ば
れ
て
い
た
時
代
の
﹁
魂
逢
ひ㉓
﹂
の
発
想
が
下
敷
き
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
︒

西
海
道
節せ
つ

度ど

使し
の

判
官

じ

よ

う

佐さ
へ

伯き
の

宿す
く

禰ね

東
あ
づ
ま

人と

が
妻め

︑
夫つ

君ま

に
贈お
く

る
歌
一

首

621

間
あ
ひ
だ

な
く
恋
ふ
れ
に
か
あ
ら
む
草く
さ

枕
ま
く
ら

旅
な
る
君
が
夢い
め

に
し
見
ゆ
る

佐
伯
宿
禰
東
人
が
和こ
た

ふ
る
歌
一
首

622

草
枕
旅
に
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ば
汝な

を
こ
そ
思
へ
な
恋
ひ
そ
我
妹

わ

ぎ

も

㉔

多
田
一
臣
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
巻
四
の
こ
の
贈
答
歌
を
引
き
︑﹁
相
手
と
の
直
接
の

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
八



出
逢
い
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
時
︑
相
手
の
魂
と
の
逢
会
を
求
め
て
魂
が
遊
離
す

る
現
象
が
恋
で
あ
る㉕
︒﹂
と
説
い
た
︒﹃
重
之
集
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
実

際
に
逢
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
夢
の
な
か
で
の
出
来
事
で
は
な
い
の
だ
が
︑

二
人
の
関
係
か
ら
し
て
ま
さ
に
夢
同
然
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
読

み
解
く
べ
き
で
あ
る
︒

次
に
︑
🄑
の
例
に
つ
い
て
だ
が
︑﹃
朝
忠
集
﹄
に
載
る
︑
醍
醐
天
皇
崩
御
時

の
贈
答
歌
に
詠
ま
れ
る
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
か
ら
見
て
い
く
︒

醍だ
い

醐ご

の
み
か
ど
か
く
れ
給
ひ
て
の
こ
ろ
︑
よ
し
ふ
る
の
宰
相
に

32

夢ゆ
め

か
と
ぞ
わ
び
て
は
思
ふ
た
ま
さ
か
に
と
ふ
人
あ
り
や
ま
た
や
さ
め

ぬ
とか

へ
し
︑
宰
相

33

あ
は
れ
と
も
思
ひ
ぞ
わ
か
ぬ
う
ば
た
ま
の
同お
な

じ
夢ゆ
め

路ぢ

に
ま
ど
ふ
身み

な

れ
ば㉖

好
古
が
朝
忠
へ
の
返
歌
の
中
で
︑
天
皇
崩
御
の
悲
し
み
に
沈
む
心
境
を
﹁
同お
な

じ

夢ゆ
め

路ぢ

に
ま
ど
ふ
身み

﹂
と
詠
ん
だ
︒
紫
の
上
の
葬
送
の
場
面
で
も
﹁
御
送
り
の
女

房
は
︑
ま
し
て
夢ゆ
め

路ぢ

に
ま
ど
ふ
心
地
し
て
﹂︵
御
法
／
④
五
一
一
頁
︶
と
語
ら

れ
て
い
た
︒

｢夢
の
や
う
﹂
の
例
も
似
て
い
る
︒
浮
舟
の
死
を
聞
く
も
︑﹁
夢
と
お
ぼ
え
て
︑

い
と
あ
や
し
﹂︵
蜻
蛉
／
⑥
二
〇
三
頁
︶
と
︑
不
審
に
思
っ
た
匂
宮
が
宇
治
に

派
遣
し
た
時
方
に
対
し
て
の
︑
浮
舟
の
侍
従
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
︒

﹁
い
と
あ
さ
ま
し
く
︑
思
し
も
あ
へ
ぬ
さ
ま
に
て
亡う

せ
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
︑

い
み
じ
と
言
ふ
に
も
飽
か
ず
︑
夢
の
や
う
に
て
︑
誰た
れ

も
誰た
れ

も
ま
ど
ひ
は
べ

る
よ
し
を
申
さ
せ
た
ま
へ
︒
︵
後
略
︶
｣

(蜻
蛉
／
⑥
二
〇
五
頁
)

侍
従
は
︑
浮
舟
の
死
に
接
し
た
周
囲
の
人
々
は
﹁
夢
の
や
う
﹂
に
思
い
︑
一
様

に
﹁
ま
ど
ふ
﹂
ば
か
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

西
郷
信
綱
は
︑
魂
が
身
体
に
戻
れ
な
く
な
っ
た
状
態
が
死
で
あ
る
と
説
い
た㉗
︒

死
に
よ
っ
て
︑
魂
は
身
体
と
は
分
離
し
て
し
ま
う
が
︑
︿
夢
﹀
を
通
じ
て
生
者

と
の
交
通
を
保
つ
︒
平
安
時
代
の
人
々
は
︑
こ
の
通
路
の
こ
と
を
﹁
夢
路
﹂
と

捉
え
︑
そ
れ
が
身
近
な
人
物
の
死
去
に
際
し
て
︑
自
分
達
の
眼
前
に
開
か
れ
た

と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
通
路
の
先
に
あ
る
死
を
恐
れ
て
︑﹁
ま

ど
ふ
﹂
て
い
る
の
だ
と
読
み
解
い
て
お
く
︒

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
︑
用
例
数
が
多
い
も
の
を
紹
介
し
た
が
︑
こ
れ
ら
に
分
類

し
に
く
い
例
も
存
在
す
る
︒

例
え
ば
︑﹃
貫
之
集
﹄
の
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
は
︑
遠
く
離
れ
た
旅
人
を
思

う
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
︒

た
び
人
に
ぬ
さ
や
る
と
て

732

別
れ
ゆ
く
人
を
お
し
む
と
今こ

宵よ
ひ

よ
り
遠
き
夢
路ぢ

に
我
や
ま
ど
は
ん㉘

🄐
🄑
と
は
異
な
る
文
脈
で
は
あ
る
が
︑
﹁
夢
路
﹂
が
︑
離
れ
た
相
手
と
の
間
を

つ
な
ぐ
︑
魂
が
通
っ
て
行
く
た
め
の
通
路
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
︒
様
々

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

一
九



な
原
因
で
︑
そ
の
魂
の
通
り
道
を
す
ん
な
り
と
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
を
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
と
詠
む
の
だ
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
け
る
︑
唐
崎
祓
の
帰
途
の
作
者
の
心
情
描
写
は
︑

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
(キ
)と
の
関
連
で
︑
興
味
深
い
︒

粟あ
は

田た

山や
ま

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ぞ
︑
京
よ
り
ま
つ
持
ち
て
人
来
た
る
︒﹁
こ
の

昼
︑
殿
お
は
し
ま
し
た
り
つ
﹂
と
言
ふ
を
聞
く
︒
い
と
ぞ
あ
や
し
き
︑
な

き
間ま

を
う
か
が
は
れ
け
る
と
ま
で
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
︒﹁
さ
て
﹂
な
ど
︑
こ
れ

か
れ
問
ふ
な
り
︒
わ
れ
は
い
と
あ
さ
ま
し
う
の
み
お
ぼ
え
て
来き

着つ

き
ぬ
︒

降
り
た
れ
ば
︑
こ
こ
ち
い
と
せ
む
か
た
な
く
苦
し
き
に
︑
と
ま
り
た
り
つ

る
人
々
︑﹁
お
は
し
ま
し
て
︑
問
は
せ
た
ま
ひ
つ
れ
ば
︑
あ
り
の
ま
ま
に

な
む
聞
こ
え
さ
せ
つ
る
︒﹃
な
ど
て
か
︑
こ
の
心
あ
り
つ
る
︒
悪あ

し
う
も

来
に
け
る
か
な
﹄
と
な
む
あ
り
つ
る
﹂
な
ど
あ
る
を
聞
く
に
も
︑
(ス
)夢

の
や
う
に
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
︒

︵
一
九
七
～
一
九
八
頁㉙
)

唐
崎
で
の
祓
に
よ
っ
て
︑
魂
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
︑
兼
家

来
訪
を
知
ら
さ
れ
た
作
者
は
︑
唐
崎
祓
が
︿
夢
﹀
で
は
な
く
︑
結
局
は
(ス
)

﹁
夢
の
や
う
﹂
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
︑
現
実
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
︑

と
書
き
綴
っ
て
お
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
は
︑
自
己
の
心
情
の
表
現
で

あ
る㉚
︒

平
安
時
代
の
女
性
が
︑
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を
表
現
す
る
の
に
︑︿
夢
﹀

を
用
い
て
い
る
も
の
と
し
て
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
(キ
)﹁
身
の
有
様
の
夢
の

や
う
に
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
﹂
の
先
例
と
も
い
え
る
が
︑
こ
れ
に
酷
似
し
た
例
が

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
も
発
見
で
き
る
︒

中
将
に
姿
を
見
ら
れ
た
後
の
︑
尼
君
の
言
葉
に
答
え
る
浮
舟
の
発
話
の
中
に

み
ら
れ
る
︒

﹁
隔
て
き
こ
ゆ
る
心
も
は
べ
ら
ね
ど
︑
あ
や
し
く
て
生
き
返
け
る
ほ
ど
に
︑

(セ
)よ
ろ
づ
の
こ
と
夢
の
や
う
に
た
ど
ら
れ
て
︑
あ
ら
ぬ
世
に
生む

ま
れ
た

ら
ん
人
は
︑
か
か
る
心
地
や
す
ら
ん
と
お
ぼ
え
は
べ
れ
ば
︑
今
は
︑
知
る

べ
き
人
世
に
あ
ら
ん
と
も
思
ひ
出
で
ず
︑
ひ
た
み
ち
に
こ
そ
睦む
つ

ま
し
く
思

ひ
き
こ
ゆ
れ
﹂
と
の
た
ま
ふ
さ
ま
も
︑
げ
に
何
心
な
く
う
つ
く
し
く
︑

︵
手
習
／
⑥
三
一
〇
頁
)

傍
線
部
(セ
)﹁
よ
ろ
づ
の
こ
と
﹂
と
は
︑
浮
舟
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
総
体

で
あ
る
︒
高
橋
亨
は
︑
﹁
浮
舟
は
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
内
に
﹁
あ
ら
ぬ
世
﹂

を
み
い
だ
し
た
﹂
と
読
み
解
き
︑
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
な
︿
女
﹀
の
存

在
感
覚
に
こ
そ
︑
﹁
源
氏
物
語
の
思
想
﹂
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た㉛
︒

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
(
ス
)
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
(キ
)
︑
さ
ら
に
は
﹃
更
級
日

記
﹄
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
に
つ
い
て
論
じ
た
村
井
幹
子
は
︑
﹁
夢
の
や
う
﹂
が

﹁
作
品
の
構
造
と
大
き
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
﹂
点
が
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の

特
徴
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る㉜
︒
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
さ
ら
に

多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
用
例
を
詳
細
に
調
査
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
と
の
比
較
を
踏

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

二
〇



ま
え
て
︑
ま
と
め
直
し
て
お
き
た
い
︒
古
代
文
学
の
伝
統
に
お
い
て
︑
男
女
の

密
通
を
﹁
魂
逢
ひ
﹂
に
重
ね
た
り
︑
魂
が
身
体
か
ら
分
離
す
る
︑
死
と
い
う
現

象
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
た
﹁
夢
の
や
う
﹂
を
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
が
祓
と

い
う
古
代
習
俗
と
の
関
わ
り
で
︿
夢
﹀
と
︿
現
﹀
の
狭
間
に
あ
る
︑
自
己
の
心

情
の
形
容
と
し
て
用
い
た
︒﹃
紫
式
部
日
記
﹄
は
︑
こ
れ
を
︑︿
夢
﹀
や
魂
と
い

っ
た
古
代
習
俗
が
直
接
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
場
面
で
も
用
い
た
︒
構
造
上
の

問
題
と
い
う
よ
り
も
︑︿
紫
式
部
﹀
が
︑︿
夢
﹀
や
魂
な
ど
と
通
底
す
る
発
想
に

基
づ
い
て
︑
自
己
を
認
識
し
て
い
た
点
を
重
視
し
た
い㉝
︒
さ
ら
に
︑
類
似
の
使

用
法
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
登
場
人
物
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
︑
か
つ
そ
れ
以
前

の
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
発
見
で
き
な
い
こ
と
も
述
べ
た
︒︿
夢
﹀
と
︿
現
﹀

の
世
界
観
を
背
景
に
し
た
︑
わ
ず
か
な
救
済
の
可
能
性
さ
え
も
絶
た
れ
た
先
に

生
ま
れ
る
厳
し
い
自
己
認
識
に
︑
物
語
作
者
︿
紫
式
部
﹀
固
有
の
発
想
が
垣
間

見
え
た
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
記
す
︒
ま
ず
︑﹃
紫
式

部
日
記
﹄
に
お
け
る
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現
に
つ
い
て
分
析
し
た
結
果
︑

宮
中
を
﹁
夢
路
﹂
に
な
ぞ
ら
え
︑
い
く
ば
く
か
の
救
済
へ
の
望
み
を
保
ち
な
が

ら
の
苦
悩
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
自
身
の
居
場
所
を
完
全
に
見
い
だ
せ
な
く
な

っ
た
心
境
へ
と
︑︿
紫
式
部
﹀
が
︑
そ
の
絶
望
感
を
深
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
内
部
に
お
け
る
︑︿
紫
式
部
﹀

の
心
境
変
化
と
そ
の
表
現
の
あ
り
方
に
迫
る
一
助
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑

同
時
代
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
用
例
を
網
羅
し
た
こ
と
で
︑
当
時
の

︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現
の
諸
相
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒
と
り
わ
け
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
﹃
紫
式
部
日
記
﹄︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
︑

平
安
期
の
女
性
が
自
己
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
探
る
上

で
も
重
要
な
用
例
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現
は
︑︿
夢
﹀

や
魂
な
ど
の
古
代
習
俗
と
直
接
関
連
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
そ
れ
ら
が
直
接
に
は
語
ら

れ
て
い
な
く
て
も
︑
そ
の
発
想
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
︑
自
己
の
存
在
感
覚
の

形
容
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
を
新
た
に
指
摘
し
た
︒﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と

﹃
源
氏
物
語
﹄
だ﹅

け﹅

に
共
通
す
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
で
︑
物
語
作
者
︿
紫
式

部
﹀
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
︒
文
学
研
究
に
お
い
て
︑
作

者
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
難
解
な
問
題
に
つ
い

て
模
索
し
た
︑
一
つ
の
試
み
で
も
あ
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
を
中
心
に
論
を
進
め
た
が
︑
︿
紫
式
部
﹀
に
言

及
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
正
面
か
ら
論
じ
る
こ
と
も
欠
か
せ
ま

い
︒
ま
た
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
を
論
じ
る
上
で
も
︑
︿
夢
﹀
に
関
す
る
表
現
以
外

も
視
野
に
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

二
一



注①

西
郷
信
綱
﹃
西
郷
信
綱
著
作
集
第
H
巻

記
紀
神
話
・
古
代
研
究
Ⅱ

古
代
人
と

夢
﹄︵
二
〇
一
二
年
︑
平
凡
社
︒
初
出
は
︑﹃
古
代
人
と
夢
﹄
一
九
七
二
年
︒︶︒

②

河
東
仁
﹃
日
本
の
夢
信
仰

︱
宗
教
学
か
ら
見
た
日
本
精
神
史

︱
﹄︵
二
〇
〇

二
年
︑
玉
川
大
学
出
版
部
︶︒

③

倉
本
一
宏
﹃
平
安
貴
族
の
夢
分
析
﹄︵
二
〇
〇
八
年
︑
吉
川
弘
文
館
︶︒

④

例
え
ば
︑
吉
海
直
人
﹃
源
氏
物
語
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
I
﹄︵
一
九
九
九
年
︑
翰

林
書
房
︶
の
﹁︿
夢
﹀
関
係
研
究
文
献
目
録
﹂
に
は
︑
四
十
八
︵
追
加
も
含
む
︶
の

先
行
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

⑤

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
﹁
夢
の
や
う
﹂
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
︑
高
橋
亨
﹁
夢
の

よ
う
な
現
実
感
覚
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
二
十
一
巻
十
号
︑
一
九
七
二
年
十
月
︶︑
村

井
幹
子
﹁
紫
式
部
日
記
の
比
喩
表
現

︱
﹁
夢
の
や
う
に
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂

︵﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄
第
七
号
︑
一
九
八
六
年
十
月
︶︑
沼
田
晃
一
﹁﹃
紫
式
部
日
記
﹄

の
作
者
に
と
っ
て
物
語
と
は
何
か

︱
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
夢

の
や
う
に
﹂﹁
あ
る
ま
じ
き
こ
と
﹂
の
表
現
を
め
ぐ
る

︱
﹂︵﹃
帝
京
国
文
学
﹄
第

四
号
︑
一
九
九
七
年
九
月
︶︑
川
名
淳
子
﹁﹁
夢
の
や
う
に
も
こ
よ
ひ
の
だ
つ
﹂

︱

紫
式
部
日
記
に
お
け
る
唐
風
装
束

︱
﹂︵﹃
東
横
国
文
学
﹄
第
三
十
三
号
︑
二
〇
〇

二
年
三
月
︶
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
以
外
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
︑

拙
稿
﹁︿
夢
の
や
う
﹀
の
表
現
史

︱
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
場
合

︱
﹂︵﹃
名
古
屋
大

学
国
語
国
文
学
﹄
第
九
十
二
号
︑
二
〇
〇
三
年
七
月
︶︑
同
﹁﹃
夜
の
寝
覚
﹄
第
一
部

の
︿
夢
﹀
と
︿
夢
の
や
う
﹀

︱
広
沢
を
介
在
さ
せ
て
考
え
る

︱
﹂︵﹃
名
古
屋
大

学
国
語
国
文
学
﹄
第
九
十
六
号
︑
二
〇
〇
五
年
七
月
︶
が
あ
る
︒

⑥

例
え
ば
︑
陣
野
英
則
﹁
物
語
作
家
と
書
写
行
為

︱
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
示
唆
す

る
も
の

︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
﹄
二
〇
〇
四
年
︑
勉
誠
出
版
︒
初

出
は
︑﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
一
二
九
集
︑
一
九
九
九
年
十
月
︶︑
同
﹁
紫
式
部
と
い
う

物
語
作
家

︱
物
語
文
学
と
署
名

︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
﹄︒
初

出
は
︑
河
添
房
江
ほ
か
編
﹃
叢
書

想
像
す
る
平
安
文
学

第
J
巻
﹄
二
〇
〇
一
年
︑

勉
誠
出
版
︶
や
︑
高
橋
亨
﹁
物
語
作
者
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
紫
式
部
日
記
﹂︵
﹃
源

氏
物
語
の
詩
学
﹄
二
〇
〇
七
年
︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︒
初
出
は
︑
南
波
浩
編
﹃
紫

式
部
の
方
法
﹄
二
〇
〇
二
年
︑
笠
間
書
院
︶
な
ど
︒

⑦

拙
稿
﹁
物
語
作
者
︿
紫
式
部
﹀
へ
の
序
章

︱
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
他
テ
ク
ス
ト

群
と
の
語
彙
用
例
数
比
較

︱
﹂︵﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
七
十
三
号
︑
二
〇
一
〇
年

十
二
月
︶︒

⑧

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
引
用
は
︑
中
野
幸
一
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
一
九
九

四
年
︑
小
学
館
)

に
拠
っ
た
︒

⑨

秋
山
虔
﹁
紫
式
部
試
論
﹂
︵
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
二
十
五
巻
第
九
号
︑
一
九
四
八

年
九
月
︶︒

⑩

例
え
ば
︑
高
橋
亨
﹁
紫
式
部
︑
自
己
省
察
の
文
体
﹂
︵
﹃
国
文
学
﹄
第
二
十
三
巻
九

号
︑
一
九
七
八
年
七
月
︶︑
日
向
一
雅
﹁
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
論

︱
﹁
憂
き
世
﹂
意
識

か
ら
流
離
意
識
へ

︱
﹂
︵
平
安
文
学
論
究
会
編
﹃
講
座
平
安
文
学
論
究

第
六
輯
﹄

一
九
八
九
年
︑
風
間
書
房
︶
︑
小
谷
野
純
一
﹁﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
表
現
機
構
﹂︵
伊

藤
博
・
宮
崎
莊
平
編
﹃
王
朝
女
流
文
学
の
新
展
望
﹄
二
〇
〇
三
年
︑
竹
林
舎
︶
な
ど

が
こ
の
箇
所
に
言
及
し
て
い
る
︒

⑪

平
安
仮
名
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
の
用
例
数
は
以
下
の
通
り
︒

﹃
狭
衣
物
語
﹄
﹃
右
大
臣
家
歌
合
治
承
三
年
﹄
各
二
例
︑﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
紫
式
部
日

記
﹄﹃
更
級
日
記
﹄
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
後
撰
和

歌
集
﹄﹃
貫
之
集
﹄﹃
朝
忠
集
﹄﹃
六
条
院
宣
旨
集
﹄
各
一
例
︒︵
﹁
ま
ど
ふ
夢
路
﹂﹁
夢

ぢ
に
我
や
ま
ど
は
ん
﹂﹁
夢
路
に
ま
よ
ふ
﹂﹁
夢
の
直
路
に
ま
ど
ふ
﹂
も
含
め
た
︶
︒

⑫

小
谷
野
純
一
﹁
﹁
紫
式
部
日
記
﹂
に
於
け
る
﹁
う
つ
し
心
﹂
に
つ
い
て
の
検
討
﹂

︵
﹃
中
古
文
学
﹄
第
十
号
︑
一
九
七
二
年
十
一
月
︶︒

⑬

注
①
前
掲
書
︑
三
十
五
頁
︒

⑭

高
橋
亨
﹁
夢
の
よ
う
な
現
実
感
覚
﹂
︵
注
⑤
参
照
︶︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

二
二



⑮

大
島
本
に
則
せ
ば
二
十
五
例
と
な
る
が
︑
手
習
の
巻
に
﹁
夢
の
世
に
﹂
と
い
う
語

が
あ
る
︒
こ
の
語
を
︑
河
内
本
・
別
本
︵
陽
明
本
・
保
坂
本
な
ど
︶
が
﹁
ゆ
め
の
や

う
に
﹂
と
し
て
お
り
︑
本
稿
で
は
こ
れ
を
﹁
夢
の
や
う
﹂
の
用
例
と
し
て
算
入
し
た
︒

⑯

｢夢
の
や
う
﹂
が
︑
男
女
の
逢
瀬
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
︑﹃
重
之

集
﹄
一
例
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
二
十
六
例
中
九
例
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
二
例
︑﹃
堤
中
納

言
物
語
﹄
二
例
︑﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
十
六
例
中
八
例
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
三
例
中
一

例
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
十
七
例
中
九
例
︑﹃
と
り
か
へ
ば
や
物
語
﹄
十
三
例
中
六
例
︒
ま

た
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
後
撰
和
歌
集
﹄﹃
狭
衣
物
語
﹄
各
一
例
の
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂

も
同
様
で
あ
る
︒

⑰

﹁
夢
の
や
う
﹂
が
︑
死
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
二
十

六
例
中
九
例
︑﹃
更
級
日
記
﹄
二
例
︑﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
十
六
例
中
一
例
︑﹃
夜

の
寝
覚
﹄
十
七
例
中
一
例
︑﹃
大
鏡
﹄
一
例
︑﹃
成
尋
阿
闍
梨
母
集
﹄
二
例
︒﹃
朝
忠

集
﹄
一
例
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
一
例
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
一
例
の
﹁
夢
路
に
ま
ど
ふ
﹂
も
同

様
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夢
の
や
う
﹂
が
︑
死
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
︑
山
口
仲
美
﹁
源
氏
物
語
の
比
喩
表
現
﹂︵﹃
平
安
文
学
の
文
体
の

研
究
﹄
一
九
八
四
年
︑
明
治
書
院
︶
に
指
摘
が
あ
る
︒

⑱

﹃
重
之
集
﹄
の
引
用
は
︑﹃
私
家
集
大
成

中
古
Ⅰ
﹄︵
一
九
七
三
年
︑
明
治
書
院
︶

に
拠
っ
た
︒

⑲

目
加
田
さ
く
を
﹃
私
家
集
全
釈
叢
書
K

源
重
之
集
・
子
の
僧
の
集
・
重
之
女

集
﹄︵
一
九
八
八
年
︑
風
間
書
房
︶︑
七
十
五
頁
︒

⑳

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
︑
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
一
九
九
四
～
九
八
年
︑
小
学
館
︶
に
拠
っ
た
︒
○
数

字
が
巻
号
を
表
す
︒

㉑

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
引
用
は
︑
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄

︵
一
九
八
九
年
︑
岩
波
書
店
︶
に
拠
っ
た
︒

㉒

﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
の
引
用
は
︑
片
桐
洋
一
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄︵
一
九
九
〇

年
︑
岩
波
書
店
︶
に
拠
っ
た
︒

㉓

｢魂
逢
ひ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
大
久
間
喜
一
郎
﹁
恋
と
夢
﹂︵
﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑

賞
﹄
第
三
十
六
巻
第
十
一
号
︑
一
九
七
一
年
十
月
︶︑
河
東
仁
﹁
上
代
の
夢
信
仰

(二
)

︱
﹃
万
葉
集
﹄
の
夢
歌
﹂
︵
注
②
前
掲
書
︶
な
ど
に
詳
し
い
︒

㉔

﹃
万
葉
集
﹄
の
引
用
は
︑
小
島
憲
之
・
東
野
治
之
・
木
下
正
俊
﹃
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
﹄
︵
一
九
九
四
年
︑
小
学
館
︶
に
拠
っ
た
︒

㉕

多
田
一
臣
﹁
古
代
の
夢

︱
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
を
中
心
に
﹂
︵﹃
文
学
﹄
隔
月
刊
︑

第
六
巻
第
五
号
︑
二
〇
〇
五
年
九
月
︶
︒

㉖

﹃
朝
忠
集
﹄
の
引
用
は
︑
﹃
私
家
集
大
成

中
古
Ⅰ
﹄
︵
一
九
七
三
年
︑
明
治
書
院
︶

所
収
の
Ⅰ
系
統
︵
伝
源
道
済
筆
小
堀
本
︶
を
底
本
に
し
た
が
︑
返
歌
の
第
二
句
﹁
思

ひ
そ
ぬ
︵
本
ま
ゝ
︶﹂
と
あ
っ
た
も
の
を
︑
Ⅱ
系
統
︵
西
本
願
寺
本
︶
に
よ
っ
て
︑

﹁
思
ひ
ぞ
わ
か
ぬ
﹂
と
校
訂
し
た
︒

㉗

注
①
前
掲
書
︑
三
十
五
頁
︒

㉘

﹃
貫
之
集
﹄
の
引
用
は
︑
﹃
私
家
集
大
成

中
古
Ⅰ
﹄
︵
一
九
七
三
年
︑
明
治
書
院
︶

所
収
の
Ⅰ
系
統
︵
正
保
版
本
﹁
歌
仙
家
集
﹂
︶
に
拠
っ
た
︒

㉙

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
引
用
は
︑
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
﹄︵
一
九
九
五
年
︑
小
学
館
︶
に
拠
っ
た
︒

㉚

拙
稿
﹁︿
夢
の
や
う
﹀
の
表
現
史

︱
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
場
合

︱
﹂︵
注
⑤
参

照
︶︒

㉛

高
橋
亨
﹁
存
在
感
覚
の
思
想

︱
︿
浮
舟
﹀
に
つ
い
て

︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語
の
対

位
法
﹄
一
九
八
二
年
︑
東
京
大
学
出
版
会
︒
初
出
は
︑
﹃
日
本
文
学
﹄
第
二
十
四
巻

十
一
号
︑
一
九
七
五
年
十
一
月
︶
︒

㉜

村
井
幹
子
﹁
紫
式
部
日
記
の
比
喩
表
現

︱
﹁
夢
の
や
う
に
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵
注
⑤
参
照
︶
︒

㉝

沼
田
晃
一
は
︑
こ
れ
を
﹁
古
代
の
思
想
か
ら
逸
脱
﹂
︵
注
⑤
参
照
︶
と
す
る
が
︑

本
稿
で
は
︑
む
し
ろ
古
代
習
俗
と
の
連
続
性
を
重
視
し
て
そ
の
比
喩
表
現
を
読
み
解

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

二
三



い
て
き
た
︒

※
本
文
引
用
に
つ
い
て
は
︑
注
記
し
た
出
典
に
よ
る
が
︑
引
用
に
際
し
て
本
文
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
︒
ま
た
︑
用
例
数
の
検
索
に
つ
い
て
は
︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
索
引
﹄︑
国
文
学
研
究
資
料
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄

C
D
-R
O
M

を
用
い
た
︒
た
だ
し
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶︑﹃
と
り

か
へ
ば
や
物
語
﹄︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
に
つ
い
て
は
︑
索
引
を
用
い
ず
に
用

例
数
を
数
え
た
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
平
成
二
十
三
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
︵
平
成
二
十
三
年
五
月

二
十
九
日
︑
於
・
日
本
女
子
大
学
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
ま

す
︒
席
上
︑
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
︿
夢
﹀
を
用
い
た
比
喩
表
現

二
四


