
書

評

飯
塚
ひ
ろ
み
著

『源

氏

物

語

歌

こ
と

ば

の
時

空
』

(翰
林
書
房
刊
、
平
成
二
十
二
年
十

一
月
)

安

永

美

保

本
書

の
紹
介

の
前

に
、
著
者

に

つ
い
て
触
れ

て
お

こ
う
。
著
者

の
飯
塚

ひ

ろ
み
氏
は
本
学

(同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
語
日
本

文
化
専
攻
)

の
ご
出
身

で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
同
課
程
修
了
と
同
時
に
学

位
を
取
得

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
時

提
出
さ

れ
た
課
程
博
士
論
文

「
『源

氏

物

語
』
歌

こ
と

ば

の
時

空

ー

百

敷

・
水

鶏

・
女

郎

花

か

ら

迫

る

ー

」
が
、
〈あ

と
が
き
〉

で
著

書
ご
自
身

が
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
本

書

の
も
と
と

な

っ
て

い
る
。
書
評

の
主
旨
と

は
ず

れ
る
が
、

こ
の
飯
塚
氏

へ
の
学
位
授
与

は
日
本
文
学

の
分
野

か
ら

は
本
学
初

で
あ

る
。

こ
の

エ
ピ

ソ
ー
ド
は
著
者

の
先
駆
者
的
な
性
格
を
物
語

っ
て
お
り
、
学
術
的
な
貢
献

は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
研
究
者
と
し

て
の
精
神
的
資
質
が
窺
え
る
。
こ
こ

ま

で
、
偉
そ
う
な

こ
と
を
書

い
て
し
ま

っ
た
が
、
こ

の
書
評
な
る
も

の
を

書

い
て
い
る
評
者
は
、
著
者
と
同
じ
く
吉
海
直
人
先
生
に
師
事

し
て
お
り
、

後
輩
に
あ
た
る
。
本
来
な
ら
書
評
を
書

く
な
ど
お
こ
が
ま
し

い
立
場

で
あ

り
、
先
輩

の
胸
を
借
り
る

つ
も
り
で
筆
を
執

っ
た
が
、
公

明
正
大
を
旨
と

す
る
飯
塚

氏
で
あ

る
の
で
、
こ
の
場

は
文
学
研
究

に
従
事
す

る
者
と

し
て

忌
憚

な
く
見
解
を
述

べ
た

い
。

本
書
を
読

み
解
く

キ
ー
ワ
ー
ド

は
、
そ

の
表
題

に
あ

る
よ
う

に

「
源
氏

物

語
」
「
歌

こ
と
ば
」

「時

空
」
で
あ

る
だ

ろ
う

。

一
つ
目

の

「
源
氏

物

語
」

に

つ
い
て
は
、

こ
こ

で
説
明
す
る
必
要
は
な

い
が
、
後
者

の
二

つ
に

つ
い
て
は
個
人
に
よ

っ
て
見
解
が
異
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
著
者

の
言
を
借

り

て
、
最
初

に
整
理
し

て
お
く
。
ま
ず
、
「
歌

こ
と

ば
」

に

つ
い
て
著
者

は
、
「
こ

の

〈歌

こ
と

ば
〉
に

つ
い
て
小

町
谷
照
彦
氏

は

く
歌
こ
と
ば
と

一
六
五



書

評

は
単
な
る
語
彙
と
し
て

の
歌

語
に
留

ま
ら
ず

、
統
括

的
な
意

味
で
の
和
歌

言
語
で
あ

っ
て
、
和
歌
、
引
歌
、
歌
語
、
仮
名

散
文
に
お
け
る
縁
語
的
表

現
や
歌
語
を
用

い
た
自
然
表
現
や
心
情
表
現
な
ど
、

一
切

の
和
歌
的
こ
と

ば

や
表
現
を
含
む
〉

(
『王
朝
物
語

の
歌

こ
と
ば
表
現
』
若
草
書
房

.
一
九

九
七
年
)
」
と
定
義
さ
れ
た
。
本
書

で
い
う
と

こ
ろ
の

〈歌

こ
と
ば
〉
も
、

基
本
的

に
は
こ
の
定
義

に
従

い
た

い
。
」

(
8
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。

こ
の

小

町
谷
氏

の
定
義

に
著
者

が
従
う

こ
と

は
、

一
つ
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ

る

「
源
氏
物

語
」
と

す
り
あ
わ
せ
て
調
査
を
進

め
る
上

で
非
常

に
有
効

で

あ
る
。
従
来

の
研
究
史

に
お

い
て
、
『
源
氏
物
語
』

の
言

語
体
系
が
和
歌

や
古
歌
由
来

の
引
歌
に
深
く
影

響
を
受

け

て
お
り
、
そ
れ
ら

の
方
面
か
ら

文
学
研
究

に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
手
法
は
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
て
き
た
。
こ

う

い

っ
た
手
法
は
研
究

の
土
台

で
あ
り
、
重
要

で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
手
法

の
み
に
傾
倒
す

る
の
は
、
散
文
中

に
無
数

に
あ

る
古
歌
表
現
か
ら
漏

れ
た

「新
し

い
歌

こ
と
ば
」
を
放
置
す

る
恐

れ
が
あ

る
。
こ
れ
は
、

三

つ
目
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

る

「時
空
」
と
も
関
連
す

る

が
、
「
歌
こ
と
ば
」
は
用

い
ら
れ
る
時
代

や
環
境
等

に
左
右

さ
れ
変
容
す

る
も

の
で
、
決

し
て

一
定

の
形

で
留

ま

っ
て

い
る
こ
と
は
な

い
。

『源

氏

物
語
』
だ
け
が
特
殊
な
言
語
体
系

を
し
て

い
る
な
ど
と
言
う

つ
も
り
は
毛

頭
な

い
が
、
著
者

の

「
す
な
わ
ち

『源
氏
物
語
』
は
、
歌
こ
と
ば

の
働
き

一
六
六

を
従
来

の
和
歌
世
界

の
再
現

に
と
ど

め
る
こ
と
な
く
、
物
語
独
自

の
機
能

も
作

り
上
げ
て

い
る
の
で
あ

る
。
」

(9
頁
)
と

い
う

言
は
和
歌
文
学
研
究

に
留
ま

る
こ
と
な
く
、

『源
氏
物

語
』

研
究
に
応

用
す
る

こ
と

で
、

そ
の

特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う

学
術
的
な
貢
献

度

の
高

さ
を
示
唆

し
て

い
る
。
次
に
三

つ
目

の
キ
ー

ワ
ー
ド

で
あ
る

「
時
空
」
に

つ
い
て
、
著
者

は

「
『源
氏
物

語
』

の
時
空
と

い

っ
て
も
、
そ

れ
は
、
歴
史
上

に
お
け
る

『源
氏

物
語
』

が
書
か

れ
た
時
間
や
空
間

を
指

す
場
合
と

、
『源

氏
物
語
』

の
内
部

の
時
空
間
構
造
を
指
す
場
合

に
大
別
さ
れ

る
。
前
者
を
主
眼
と
し

た
研
究

は
史
実
と

関
連
づ
け

た
準
拠
論

や
モ
デ
ル
論

に
あ
り
、
後
者

の
そ

れ
は
登
場
人
物

の
系

図
や
年
立

の
確
定
を

目
指

し
て
き

た
。

そ
し
て
、

こ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全

な
独

立
独
歩

で
は
な
く
、
時

と
し
て
両
者
を
す

り
合
わ
せ
、
あ
る

い
は
融
合
し
た
大
き
な
時
空
間
認
識
を
生
成
し
て
き

た
。

し
た
が

っ
て
、

『源
氏
物
語
』
内
部
と
外

部
を
統
合

さ
せ
た
大
き

な
枠

組

み
の

〈時
代
意
識
〉
も
ま
た
、

〈
『源
氏
物
語
』

の
時
空
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き

る
。
」

(
11
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。

こ
こ
ま

で
読
ん
だ
時
、
歴
史
学

に

も

造
詣

が
深

い
著
者

で
あ

る
か
ら
、
前
者

の
史

実
と
照
合

す

る
手

法
を

も

っ
て
、

『源
氏
物
語
』

が
執

筆
さ
れ
た
時
空

間
を
対
象
と

し
た

の
だ

ろ

う

と
、
浅
薄
な

が
ら
筆
者
は
思
考

し
た
。
し
か

し
、
著

者
は

『源
氏
物
語
』

の
歌

こ
と
ば

の
特
殊
性
を
明

ら
か

に
す

る
た
め
に
、

『源
氏
物
語
』

の
作



者

で
あ
る
紫
式
部
が
生
き
た
現
実
世
界

の
歌

こ
と
ば

に
着
目
し
た

の
で
あ

る
。
著
者

が
資

料
と

し
て
用

い
た

の
は

『紫
式

部
日
記
』
や

『紫
式

部
集
』

等

の
日
記
や
歌
集

で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
資
料
は

つ
く
り
物
語

の
中
に
展
開

さ
れ
る
架
空

の
三
次
元
世
界
を
、
現
実
世
界

の
三
次
元
世
界
と
比
較

す
る

重

要

な
資
料

と
言
え

よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
本
書

の
概
観

は

「
源
氏
物

語
」
と

い
う
虚
構
世

界
と

、
そ
れ
を
書

い
た
紫
式
部

が
生
き

る

一
条
朝

の

現
実
世
界
を

「歌

こ
と
ば
」
と

い
う
指
標
を
も

っ
て
比
較
検
討

し
、
各

々

の

「時
空
」
を
認
識

し
た
上

で
初
め

て
わ
か

る
新
解
釈
を
提
唱

し
て
い
る
。

以
下

に
、
本
書

の
目
次
を
あ
げ
る
。
な
お
、
各
章
中

の
小
見
出
し
は
割

愛
し
た
。

序

歌
こ
と
ば
と
時
空

-

物
語
の
黎
明

1

〈時
代
〉
を
担
う
歌
こ
と
ば
1

第

一
章

百
敷
の
文
学
史

平
安
朝
の
位
相

-

九
重
と
の
対
比

か
ら
1

第

二
章

『源
氏
物
語
』

に
お
け

る

「百
敷
」

の
時
空

皿

水
鶏
の
鳴
く
夜

ー

『源
氏
物
語
』
と
道
長
歌
の
綾
ー

第

一
章

水
鶏
の
文
学
史

-

平
安
期
の
和
歌
に
み
る

「水
鶏
」

書

評

第

二
章

『源
氏
物
語
』

の

「
水
鶏

」
を
め
ぐ

っ
て

第
三
章

「
月
入
れ
た
る
真
木

の
戸
口
」
考

皿

女
郎
花
の
咲
く
朝

-

野
辺
の
花
か
ら
六
条
院
の
華
へ
ー

第

一
章

女
郎
花
の
文
学
史

-

命
名
と
移
動

-

第
二
章

夕
霧
の
物
語
と
女
郎
花

第
三
章

『源
氏
物
語
』
女
郎
花
の
系
譜

ー

六
条
院
の
華
と
し

て
ー

N

交
錯
す
る
時
空

ー

衣
装
と
記
憶
ー

第

一
章

『源
氏
物
語
』

の
植
物
と
衣
装

第

二
章

浮
舟

の

「
袖
」
ー

〈
き
ぬ
ぎ

ぬ
〉

の
記
憶

-

第
三
章

「
袖
ふ
れ
し
」
歌

と

〈紅
梅

〉

第
四
章

重
な
る
衣

-

浮
舟
最
終
詠
が
再
現
す
る
色
目
i

初
出

一
覧

あ
と

が
き

索
引

目
次

を

み
る
と
、
本
書

は
序
な

ら
び

に
、
I

H
皿
W

の
五
部
構
成

に

な

っ
て

い
る
。
序

で
は
、
す

で
に
触

れ
た

よ
う

に
、
「歌

こ
と

ば
」
「
時

空
」
に

つ
い
て
著
者

の
定
義
を

、
研
究
史

を
踏
ま
え

て
解
説
し

て

い
る
。

一
六
七



書

評

I
H
皿
は
そ
れ
ぞ
れ

「
百
敷
」
「
水
鶏
」
「
女
郎
花
」
と

い

っ
た
歌
こ
と
ば

を
指
標
と
し

て
取
り
上
げ

て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
こ
と
ば
が
文
学
史
上
は
ど

の
よ
う

に
処
さ
れ

て
き

か
を
詳
細

に
考

察
し
た
あ
と

、
『源

氏
物
語
』

の

中

で
の
特
殊
性
を
考
察
し

て
い
る
。

こ
こ
で
は

ー
～

皿
部
を
、
各
部
立

て

ご
と

に
順
番
を
追

っ
て
見

て

い
き
た

い
。

第

-
部

「
物
語

の
黎
明

i

〈時
代
〉
を

担
う
歌

こ
と
ば

i

」

で

は
、
「
百
敷
」
と

い
う
表

現
か
ら
、
『
源
氏
物

語
』

の
作

中
人
物

の
心
象
風

景
に
切
り
込

む
こ
と

に
成
功

し
て

い
る
。
「
百
敷
」

に
対

す
る

一
般
的

な

理
解

は

「
宮
中
」
を

示
す
表

現

で
あ

る
。
和

歌
中

に
用

い
ら

れ
る

「
百

敷
」

に
つ
い
て
は
順
徳
院
歌
を
筆
頭
に
こ
れ
ま

で
も
研
究
が
な
さ
れ
て
き

た
。

一
方

で

『源
氏
物
語
』

の
中
に

「
百
敷
」
が
使

用
さ
れ

て

い
て
も
、

和
歌

で
の
使
用

で
は
な

い
の
で
、
考
察

の
対
象

に
な

る
よ
う
な
表
現

で
は

な
か

っ
た
。
そ

の
よ
う
な
看
過
さ
れ

て
き
た

「
百
敷
」

に
著
者
は
注
目
し

た
の
で
あ

る
。

し
か
も

、
単

に

「百
敷
」

の
位
相
を
調

べ
た
だ
け

で
は
な

い
。
同
じ
く

「宮

中
」
を
示
す
表

現
で
あ

る

「九
重
」
と

の
比
較
を
も

っ

て
、
使
用
法

を

明
ら

か
に

し

て
い
る
。

『源
氏

物
語
』

の
中

に

「
百
敷
」

は
三
例
あ

り
、
「九

重
」
は
七
例
あ

る
。

ほ
ぼ
同
様

の
意
味

を
持

つ
こ
の

二
つ
の
表
現
に
は
、
使
用
法

の
上
で
思

い
も
よ
ら
な

い
隔
た
り
が
あ

っ
た
。

著
者
は

「
例
外
は
あ
る
も

の
の

〈九
重
〉
は
概
ね
宮
中
に
慣
れ
親
し
ん
だ

一
六

八

者

同
士
で
用

い
ら
れ
る
語
だ

と
推
定

さ
れ
よ
う
。
翻

っ
て

〈百
敷
〉

の
用

例
は
、
宮
中
に
行
か
な

い
者
が
宮
中
に
出
入
り
す

る
者
に
対

し
て
用

い
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
」

(48
頁
)
と
述

べ
て

い
る
。
物
語

の
作

中
人
物

た
ち

の

「
百
敷
」
と

「
九
重
」

の
使

い
分
け
を
明
ら
か
に
し

て
い
る

の
で
あ
る

が
、
著
者

の
考
察
は
物
語
中

の
三
次
元
世
界
を
現
実

の
三
次
元
世
界
と

の

比
較
を
も

っ
て
、
さ
ら

に
検
討
を
加
え

て
い
る
。
著
者
は

「
『蜻
蛉
日
記
』

や

『枕
草
子
』

に
は

〈九
重
〉

の
み
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。
両
者

の
書
き

手

が
想
う

〈宮
中
〉

は
決

し
て
過
ぎ
去

っ
た
時
代

の
そ

れ
で
は
な

い
。
自

分
自
身

の

〈
現
在

〉
を
生
き

る
彼
女

ら
は
、
〈現
在
〉

の
宮
中
を

〈九
重
〉

で
語
る

の
で
あ
る
。
」

(58
頁

)
と
述
べ
た
上
で
、
紫
式
部

が

「九
重
」

で

は
な
く
、
敢
え

て

「
百
敷
」
を
用

い
た
意
図
を
、

「
そ
れ
は
、
発
せ
ら

れ

る
と
同
時

に
時
空
を
ゆ
が
め
、
登
場
人
物

の
記
憶

の
中
に
浮
遊
す
る

〈
過

去

の
宮

中
〉

へ
と

つ
な

が

っ
て

ゆ
く
。

『源
氏

物
語
』

の

「百

敷
」
は
、

〈物
語

の
過
去
〉
を
担

い

つ
つ
、
過

去

の
繁
栄
と

の
ギ

ャ

ッ
プ
を
露

呈
さ

せ

る
歌

こ
と
ば
と

い
え
よ
う
。
」

(
58
頁
)
と
ま
と
め

て
お
ら
れ

る
。

第
H
部

「水
鶏
の
鳴
く
夜

1

『源
氏
物
語
』
と
道
長
歌
の
綾
1

」

で
主

に
扱
う

「水
鶏
」

は
、
著
者

に
よ
る
と

一
条
朝

に
活
発

に
用

い
ら
れ

た
表

現
で
あ
る
。
し
か
も

、
藤

原
道
長

や
和
泉
式
部
と

い
っ
た
紫
式
部

の

周
辺
人
物
達

の
中

で
集

中
し
て
用

い
ら
れ

て
お
り
、
あ

る
特
定

の
年
代

.



場
所

・
階
層

の
中

で

「水
鶏
」

に
は
、
多

用
な
解
釈

が
付
与
さ

れ
て

い
た

可
能
性
を
著

者

は
示
唆

し
て

い
る
。

一
章

で
は

こ
れ
ら

歌
材
と

し

て
の

「水

鶏
」
に

つ
い
て
再

定
義

を
施

し

て
お
り
、
「
従
来

の

〈
i
待
ち

人
意

識
〉

に
加
え
、

・11
特
殊
な
鳴
き
声
を
利
用

し
て
技
巧
を
競

っ
た

〈言
語
遊

戯
〉
、

丗
待

っ
て
も

い
な

い
の
に
や

っ
て
き

て
鳴
く
と

い
う

〈諧
謔
〉
、

鋤

ど
う

せ
水
鶏
し
か

や

っ
て
こ
な

い
と

い
う

〈諦
念
〉
も
併
せ
持

つ
語

で
あ

る
と

い
え

る
。
」

(
80
頁
)
と

し

て

い
る
。
二
章

で
は

こ
う

い

っ
た

「
水

鶏
」

の
新

定
義
を
も

と

に
、

『源
氏
物

語
』

中

の

「
水
鶏
」

の
真

の
役
割

に

つ
い
て
論
を
す
す

め

て
い
る
。
著
者

に
よ
る
と

、
『源
氏
物

語
』

中

の

「水
鶏
」

は
全

四
例
あ
り

、
「明

石
」
「
澪
標
」

の
二
巻

に
限
定

さ
れ
た
使

用

で
あ

る
。
な
か

で
も
、

「水
鶏
」

は
花
散
里

の
周

辺
に
用

い
ら
れ
て
お

り
、
著
者
は

こ
の

「
花
散
里

〈邸
〉
と
水
鶏
」

の
組
み
合
わ
せ
に
疑
問
を

投
げ

掛
け

て

い
る
。

そ
も

そ
も

、
花

散

里
巻

を
代

表
と

す

る
鳥

は

「
時

鳥
」

で
あ
り

、
『
源
氏
物
語
』

の

「
時
鳥
」

の
用
例
全
十

一
例

の
約
半

数

が
花
散
里
巻
に
集
中
し

て
い
る
。
こ

の

「
時
鳥
」
と
関
連
し
て
使
用
さ
れ

る

「
五
月
雨
」
を
著
者
は
合
わ
せ

て
検
討
し
、
「
〈
花
散
里
ー

橘
ー

時
鳥
-

五
月
雨
〉
と

い
う
連
想
が
成
り
立

つ

『源
氏
物
語
』

の
中
で
、
澪
標
巻
で

は

〈花
散

里
ー

五
月
雨
-

水
鶏
〉

の
取
り
合

わ
せ

に
な

る
の

で
あ

る
。
」

(93

・
94
頁
)
と

澪
標
巻

の

「
水
鶏

」

の
特

異
性
を

述

べ

て
お

ら
れ

る
。

書

評

澪
標
巻

の

「
水
鶏
」

の
役
割
を
紐
解
く
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し

て
、
著
者
が
注

目
し
た

の
は

「
月
」

で
あ
る
。
花
散
里

・
須
磨

・
澪
標
巻

に
は
鳥
と
共
に

「
月
」
が
描

か
れ

て
い
る
。

こ
の
鳥

と
月

の
組

み
合
わ

せ
が
、

一
見
、
関

連
性

の
薄

い
三

つ
の
場
面
を
貫
く

モ
チ
ー

フ
と
な

っ
て
い
る
。
花
散
里
巻

で
は

「
時
鳥

と
月
」
が
描

か
れ
、
須
磨
巻
と

澪
標
巻

で
は

「
〈水

〉
鶏

と

月
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ

の
鳥

の
種
類

の
変
遷
に
、
著
者
は
紫
式
部

の

意
図
を
読

み
取

っ
て
お
り
、
「水
鶏

の
役
割

は
、
女
御

に
替
わ

っ
て
妹

の

花
散
里

の
も

と
に
源
氏
を
導

く
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
そ

の
こ
と
は
、

花
散
里
を
源
氏

の
妻
と
し

て
あ
ら
た
め

て
据
え

、
後

に
栄
華

の
象

徴
と
な

る
六
条
院
を
築

い
て
ゆ
く
光
源
氏

の
物
語

の
始

ま
り
で
あ
る
と
位

置
づ
け

ら
れ
る
。
」

(皿
頁
)
と
ま
と
め
て

い
る
。
こ
れ
ら

の
考

察
は

「水
鶏
」

と

い
う

歌
材
が

一
条
朝
に
勃
興
し
た
新

し

い
表

現
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
れ
に

対
し
て

「
時
鳥
」
は
、
古
今
集

や
万
葉
以
来

の
懐
古

的
性
格

を
持

つ
表

現

で
あ

っ
た
こ
と
を
明
確

に
し
た
著
者

な
ら
で
は
の
新
解
釈

で
あ
ろ
う

。

第

皿
部

「女

郎

花

の
咲
く

朝

-

野
辺

の
花

か
ら

六
条

院

の
華

へ

ー

」
で
は
、
歌

こ
と
ば

「女

郎
花
」

の
特
質

を
明
ら

か
に
し
た
上

で
、

『源
氏

物

語
』

世
界

の

「
女

郎
花

」
に
付

与

さ

れ
た
役

割

を
、
系

譜
を

も

っ
て
立
証
し
て

い
る
。

一
章

で
は
歌

こ
と
ば

の

「女
郎
花
」
を

「前
栽

掘

り
」
を
起
点
と

し

て
、
「
女
郎
花
」

に
対

し

て
、
人

々
の
も

つ
心
象

に

一
六
九



書

評

言
及
し
て

い
る
。
著
者

は
野
か
ら
貴
族

の
庭
に

「女
郎
花
」
を
移

し
植
え

る
行
為

に
対

し
て
、
「
そ
れ
は
あ
た

か
も

巷

に
大
勢

い
る
女

性
た
ち

の
中

か
ら
好
み

の
女

性
を
連

れ
帰

り
、
自

己

の
領
域
に
囲

い
込

む
享
楽

の
よ
う

で
あ
る
。
歌
こ
と
ば

〈
女
郎

花
〉
は
、
こ

の
よ
う

な
男
性

心
理
の
密
や
か

な
楽
し
み
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
男
性

の
間
で

い
わ
ば
隠

語
の
よ
う

な

機
能
を
も

っ
て

い
た

の
だ

と
も

い
え

よ
う

。
」

(齠
頁
)
と
述

べ
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
、
歌
こ
と
ば
と
し
て

の

「女

郎
花
」
は
男
性
視
点

の
要
素
を
多

分

に
含

ん
だ

表
現

で
あ

る
こ
と
が
わ

か

っ
た
。
二
章

で
は

『源
氏
物

語
』

の

「
女
郎
花
」
が
歌
こ
と
ば
と
は
異
な
る
様
相
を
み
せ
る
こ
と
を
扱

っ
て

い
る
。
著
者
は

『源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
と
野
分
巻
周
縁

の

「女

郎
花
」
を

解
釈
す
る
上

で
、
「
前
栽
掘
り
を
行
う
男
」
を
光
源
氏
と
夕
霧
に
、
「
女
郎

花

に
た
と
え
ら
れ
る
女
」
を
玉
鬘
と
落
葉
宮
に
設
定
し

て
い
る
。
著
者
は

女
性
を

「
女
郎
花
に
た
と
え
た
人
」
に
注
目
し
た
。
玉
鬘

の
場
合
は
自
ら

の
境
遇
を

「
女
郎
花
」
に
投
影
し
た
歌
を
詠
ん

で
い
る
し
、
落
葉

の
宮

の

場
合

は
母
御
息

所
が
娘

に
対
す

る
夕
霧

の
行
為

に
抗
議
す

る
思

い
か
ら

「
女
郎

花
」
を
詠

み
こ

ん
で

い
る
。

つ
ま

り
、

『源
氏

物
語
』

の

「女

郎

花
」
は
女
性
詠

で
あ
り
、
歌

こ
と
ば

「
女
郎
花
」

の
用
法
か
ら
は
外
れ
る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
、
著
者
は

「
夕
霧

の
物
語

で
は
、
和
歌
世
界

で
男
性
本
位

に
弄
ば
れ

て
き
た
女
郎
花
を
、
逆

に
女
性
が
利
用
し

て
男
を

一
七
〇

動

か
す
効

果
が
得
ら

れ
て
い
る
。
」

(
墹
頁
)
と
ま
と
め

て
い
る
。
著
者
は

歌

こ
と
ば

「女
郎
花
」

の
イ

メ
ー
ジ
を
逆
手

に
取

っ
た
手
法
が

『源
氏
物

語
』

の
申
で
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た

が
、
著
者

の
本
領

は
三
章

に
発
揮

さ
れ
て

い
る
。

三
章

で
は
夕
霧

の
娘

で
あ
り
、
落
葉

の
宮

の
養
女
各

で
あ

る
六
の
君

に

「女
郎
花
」

が
投
影

さ
れ
て

い
る
こ
と
を
宿

木

巻

の
用
例
を

中
心

に
論

じ
て

い
る
。
こ

こ
で
、
「
女
郎
花

に
た
と
え
ら

れ
た
女
」
「
前
栽
掘
り

を
し
た
男
」

「女
郎

花
に
た
と
え

た
人
」
「
女
郎
花

に
よ

っ
て
誘

引
さ
れ
る
男
」

の
役
割
を
誰

が
担

っ
て

い
る
か
を
確
定

し
て

お
き
た

い
。

い
う

ま
で
も
な
く
、

「女
郎
花

に
た
と
え

ら
れ
た
人
」

は
六

の
君

で
あ
り

、
「前
栽

掘
り
を
し

た
男
」
は
夕
霧
巻
と

同
様

に
夕
霧

で
あ

る
。
残

る

「女

郎
花
に
た
と
え

た
人
11
女
郎
花
を
詠

ん
だ

人
」

は
夕
霧
巻

で
は
自

身
が

「
女
郎

花
に
た
と
え

ら
れ
た
人
」
で
あ

っ
た
落
葉

の
宮

で
あ

り
、
「
女
郎
花

に
よ

っ
て
誘
引

さ
れ
る
男
」
は
匂
宮

で
あ

る
。
宿
木
巻

の

「
女
郎

花
」
を
め
ぐ

る
人

々

の
配

役
を
見

る
と

、
夕

霧
巻

の

「
女
郎

花
」

の
周
縁
に

い
た
人
物
と

の
重
複

が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
著

者
は

落
葉
宮
を

「夕
霧

に
よ

る
六
条

院
復
興
記
念

の
植
樹
」

(
鵬
頁
)
と
形
容

し
、
六

の
君

が
植

樹

に
よ

っ
て
六
条
院

に
開
花

し
た

「
次
代

の
女
郎

花
」

(
鵬
頁
)
と

述

べ
て

い
る
。

さ
ら

に
、

「女
郎

花

に
よ

っ
て
誘
引

さ

れ
る

男
」
に
据
え
ら
れ
た
匂
宮
と
は
対
象
的
に

「
蜻
蛉
巻
」
で

「
女
郎
花
に
排



斥

さ
れ
た
男
」
と

し
て
描

か
れ
る
薫

の
構

図
も

同
時

に
見
出
だ

し
て

い
る

こ
と

は
興
味
深

い
。

こ
れ
ら

の

「女
郎
花
」
を

め
ぐ

る
物
語
世
界

の
構
築

に

つ
い
て
、
著
者

は

「
『源
氏

物
語
』
続
編

は
、
夕

霧
巻
を
序
章

と
す

る

夕
霧

の
物
語
と

し
て
も
読
め

る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。

「女
郎
花
」
を
経
由

し
て
作
申
人
物
た
ち
は
配
役
を
与
え
ら
れ
、
六
条
院
と

い
う
舞
台

に
立

っ

て
い
る
と

い
う
読

み
は
、
次
代

の
主
役
を

〈光
源
氏
↓
薫
〉
と
す

る
見
解

は

〈書
か
れ
た
物
語
〉

に
す
ぎ
ず
、
光
源
氏
由
来

の

「女
郎
花
」

の
系
譜

か
ら
は

〈光
源
氏
↓
夕
霧
↓
匂
宮
〉
を
主
役

に
六
条
院
世
界
を
舞
台
と
す

る

〈書
か

れ
な
か

っ
た
物

語
〉
を
浮
き
彫

り
に
す

る
。

「女
郎

花
」

の
系

譜
は
新
た
な
読

み
の
可
能
性
を
広
げ
る
も

の
な

の
で
あ
る
。

以
上
、

1
～

皿
部

の
外
観

に

つ
い
て
私
見
を
交
え

て
紹
介

し
て
き
た
。

さ
ら

に
、
私
見
を

述

べ
る
と
本
書

の
目

玉
は

皿
部

「
女
郎
花

の
咲

く
朝

i

野
辺

の
花

か
ら
六
条

院

の
華

へ
ー

」

で
あ

る
と
思
う

。
1
～

皿

部

で

一
貫
し

て
行
わ
れ

て
い
る

「
百
敷
」
「
水
鶏
」
「
女
郎
花
」
と

い

っ
た

指
標
を

『紫
式
部
日
記
』

や

『紫
式
部
集
』

に
代
表
さ
れ
る
同
時
代

の
日

記
や
歌
集

の
用
例
と

の
互
換
性
を
活
か
し

て
、
三
次
元
的
な
時
空
と
し
て

捉
え
た
物
語

の
中

で
引
用
す
る
手
法

は
、
斬
新
で
あ
る
。
な
か
で
も

、
皿

部
に

い
た

っ
て
は

「
女
郎
花
」

の
系
譜

を
樹
立
す

る
に

い
た

っ
て
お
り
、

物
語
世
界

の
時
空
と
現
実
世
界

の
時

空
を
多

角
的
に
捉
え

た
著

者

の
な
せ

書

評

る
技

で
あ

る
。
敢

え

て
、
不
安

が

あ

る
と

す

れ

ば
、
「
百
敷
」

「水

鶏
」

「
女
郎
花
」
と

い

っ
た
指
標

の

『源
氏
物
語
』
中

に
み
ら
れ

る
用

例
数

の

少
な
さ

で
は
な

い
か
。
用
例
数

の
少
な
さ
と

い
う

の
は
長
編
作
品

の
中

で

指
標
が
占
め
る
割
合

の
こ
と

で
は
な
く
、

一
つ
の
用
例
か
ら
全

て
を
論
じ

て
し
ま
う

こ
と
を
指
す
。
数
量
的

に
少
な

い
指
標

の
中
か
ら
さ
ら
に
重
要

な
も

の
を
絞
り
込
む
作
業
は
困
難
を
伴
う
作
業
で
あ
る
が
、
論
に
用

い
な

か

っ
た
用
例
は
ど

の
よ
う
に
処
す

べ
き
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
問
題

は
本
書
に
限
ら
ず
、
指
標
を
も
う
け

て
論
を
進

め
る
形
式

の
研
究
方
法

を

と
る
者
に
は
最
後
ま

で
付
き
ま
と
う

課
題
で
あ
る
。
評
者
は
こ

の
課
題
を

打
破
す
る
最
善
策
は
論

の
数

を
増
や
す
こ
と
だ
と
考
え

て

い
る
。
評
者

は

飯
塚
氏

の
御
著
書
は

一
つ
の
研
究
手

法
を
切
り
開
く
も

の
で
あ
り
、
今
後

の
研
究

へ
の
広
が
り
も

期
待

で
き
る
好
著

で
あ

る
と

拝
読
し
た
。
最
後

に

断
わ

っ
て
お
く
が
、
評
者

の
見
解
は
著
者

の
意

図
す

る
と
こ
ろ
と

異
な
る

誤
読
が
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。
読
者

の
皆
様

に
は
、
そ

の
点
も

ご
留
意

い
た
だ

い
た
上
で
、
是
非
本
書

を
通
読
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧

め
し
た

い
。

(二
〇

=

年
十

一
月

一
日

翰
林
童
旦
房

A
5
版

各

二
六

八
頁

、
四
〇
〇
〇
円

(税
別
)
)

一
七

一


