
『
源
氏
物
語
」

「
も

ろ
と
も

に
」
考

ー

紫
の
上

へ
の

一
対
願
望
を
中
心
に

安

永

美

保

【
要
旨
】

本
論
は

『源
氏
物
語
』

の

「
も
ろ
と
も

に
」

に
注
目

し
、

源
氏

の
紫

の
上
と

の

一
対
願
望
を
考
察
す

る
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し

て
論
じ
た
も

の

で
あ

る
。

源
氏

の
紫

の
上

に
向

け
た

「
も

ろ
と
も

に
」

の
中

に
は
、
表

面
的

な

「
共

に

・
一
緒

に
」
と

い

っ
た
意
味

だ
け

で
は
説

明

で
き
な

い
源
氏

の
心

情
を
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る
。
多

数

の
恋

人
を

持

っ
て
い
た
源
氏

に

と

っ
て
特
定

の
人
物
と

の

一
対

性
を
考
え
る

こ
と
は
困
難

に
思
え
る
が
、

源
氏

の

「
も
ろ
と
も

に
」

の
用
例
は
紫

の
上

に
集
中
し

て
お
り
、
源
氏

に

と

っ
て
の
紫

の
上
は
唯

一
無
二

の
存
在

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

源
氏

は
紫

の
上

に

「
も
ろ
と
も
に
」
を
出
会

い

・
女

三

の
宮

降
嫁

・
死

と
い

っ
た
二
人

の
関
係

に
お
け
る
三

つ
の
節

目
に
使

用
し
て
お
り
、

一
見

は
二
人

の
心
が

一
つ
で
あ
る
こ
と
の
指
標

で
あ
る
か
に
思
え
る
。

し
か
し
、

実
際

は

「
も
ろ
と
も

に
」
が
使
用
さ
れ
る
タ
イ
ミ

ン
グ
は
源
氏

の
心
理
的

な
空
虚
さ

に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
、

「
も
ろ
と
も

に
」

と

い
う
表
現
を
そ

の

ま
ま

の
意
味

で
解
釈
す
る

こ
と
は
危
険

で
あ
る
。

む
し
ろ
、
源
氏
が
紫

の
上

に
対
し

て

「
も
ろ
と
も

に
」
を
使
用
し
な
い

時
期

に
二
人

の
心
理
的

な

一
対

性
は
あ

っ
た
。

源
氏
は
女
三
の
宮

を
要

因

と
し
た
心
理
的
空
虚
感

か
ら
改

あ

て
紫

の
上

と
の

一
対

性
を
願

う
が
、
反

対

に
紫

の
上

側

の
女

三
の
宮

へ
の
心

理
的
葛
藤

を
露

呈
し
、

二
人

の
関
係

に
生
じ
た
不
旦
ハ合

を
確

認
す
る
結
果

と
な

っ
た
。

こ

の
否
定

さ
れ
た

「
も

ろ
と
も
に
」

は
紫

の
上

の
死
後

に
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
、
残

さ
れ
た
源
氏

は

「
も
ろ
と
も
に
」
を
事
実

の
歪
曲

の
手
段
と

し
て
使

用
し
、
最
終
的

に

幻
巻

の

「も

ろ
と
も

に
」
歌

か
ら
み
て
と

れ
る
よ
う
に
、
源
氏

は
紫

の
上

と
の
虚
構

の

一
対
を
構
築

し
て
い
る
。

五
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『源
氏
物
語
』
「も
ろ
と
も
に
」
考

『
源
氏
物
語
』

中

の

「
も

ろ
と
も

に
」

は
、

源
氏
と
紫

の
上

の
複
雑
な

人
間
関
係
を
知

る
手
が
か
り
な

の
で
あ

る
。

は
じ
め
に

「も

ろ
と
も

に
」

と

い
う
表
現

は
、

和
歌

。
随
筆

・
物
語
等

に
し
ば
し

ば

用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
い

っ
た
作
品

の
中

で

「も

ろ
と
も

に
」

は
、

「共

に

・
一
緒

に
」

と
い

っ
た
意
味

で
解
釈

さ
れ
て
お
り
、

さ
ほ
ど
難
解

な
表
現

で
は

な
い
よ

う

に
思

わ
れ

て
い
る
。
し
か

し
和
歌

や

『蜻

蛉

日

記
』

の
研
究

に
よ

っ
て
、

「
も
ろ
と
も
に
」

は
単

な
る

「土
ハに

・
一
緒

に
」

で
は
説
明

で
き
な
い
、
重
要

性
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。

そ

の

一
方

で
物
語
中

に
用

い
ら
れ

て
い
る

「
も
ろ
と
も
に
」
に

つ
い

て
は
、

未
だ
ほ
と
ん
ど
検
証
さ
れ

て
い
な
い
。

そ

こ

で
本
稿

で
は

『
源

氏
物

語
』

で
用

い
ら
れ

て
い
る

「
も
ろ
と

も

に
」

に

つ
い
て
、
人
物
特

に
紫

の
上

に
注
目
し

て
検
証
す
る

こ
と

で
、
会

話
や
歌
だ
け

で
は
知
り
え
な

い
登
場
人
物
達

の
心
理
状
況

に

つ
い
て
考
察

を
試
み
た
。

一
、
「
も
ろ
と
も
に
」
の
研
究
史

歌
語
と
し

て
の

「
も
ろ
と
も
に
」

に

つ
い
て
は
、

『
歌

こ
と
ば
歌
枕
大

五
二

辞
典
』

の
中

で
次

の
よ
う

に
説
明
さ
れ

て
い
る
。

一
緒

に
そ
ろ

っ
て

の
意
。
平
安

時
代

以
後

よ
く
見

ら
れ

る
。
ま

た

「
も

ろ
か
づ
ら
」

か
ら
導
か
れ
も
す
る
。

恋
や
哀
傷

の
歌
と
し

て
、

別
れ

や
と
も

に
い
る

こ
と
を
詠
む

こ
と
が
多

い
。

右

に
あ
げ
た

『
歌

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

に
は
、
次

の
二

つ
の
歌
が
引

用

さ
れ

て
い
る
。

①
も

ろ
と
も

に
鳴
き

て
と
ど
め

よ
き

り
ぎ
り
す
秋

の
別
れ
は
を
し
く
や

は
あ

ら
ぬ

(古
今
集

・
離
別

・
三
八
五

・
兼
茂
)

②
も

ろ
と
も

に
た
た
ま
し
も

の
を
陸
奥

の
衣

の
関
を

よ
そ
に
聞
く
か
な

(詞
花
集

・
別

・
一
七

三

・
和
泉
式
部
)

「
も
ろ
と
も

に
」

が
歌

に
詠

み
こ
ま
れ
る
場
合
、

①

の
歌

の
よ
う

に
動

植
物

や
月
等

の
自
然

に
対

し
て
自

ら
と
の

一
体
感
を
求
め

る
傾
向
を
も

つ

歌

と
、
②

の
よ
う
に
過
去

に
あ

っ
た

一
体
感

が
喪
失

し
た
こ
と
を
反
実
仮

想

的

に
嘆

く
傾

向
を
も

つ
歌

が
多

い
。
①

の
歌

は
兼
茂

が
晩
秋

に
筑
紫

に

旅
立

つ
藤
原
後
蔭
と

の
離

別
を
詠

ん
だ
も

の
で
あ
り
、
秋

の
終

わ
り
を
嘆

く
よ
う

に
鳴
く
キ
リ
ギ
リ

ス
に
兼
茂
が

一
体
感

を
求

め
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

後
蔭
と

の
別
れ

の
哀
し
み
を
詠
む

こ
と

に
成
功
し

て
い
る
。
②

の
歌

は
和

泉
式
部
が
か

つ
て
の
夫
が
都
を
離
れ
る

こ
と
を
聞

い
て
、
共

に
下
る

こ
と

も
な

い
我
が
身
を
詠
ん
だ
歌

で
あ
る
。



②

の
歌

の
場
合

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
①

の
歌

の
よ
う
な
傾
向
を
持

つ
場

合

で
も
、

「
も
ろ
と
も
に
」

と
い
う
表

現

の
も

つ

一
体
感

や
連
帯
感

に
裏

打
ち
さ
れ
た
状
況

の
喪
失

に
よ
る
哀

し
み
が
主

題
と
な

っ
て
い
る
こ

と
が
多

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、

吉
海
直
人
氏

も

「
『
百
人

一
首
』

行
尊

歌

「も

ろ
と
も
に
」

考
」

の
中

で
、

「
も
ろ
と
も

に
」
歌

の
も

つ
傾
向

と

し

て

「親

し

い
人

と
死

別

・
離

別
し
た

(生

き
残

っ
た
)
者

の
哀
傷
的

な

要
素

が
多

分

に
含

ま
れ

て
い
る
」

こ
と
を
指
摘

し

て
お
ら
れ
る
。

「
も
ろ
と
も

に
」

と
い
う
表

現
は
、

女

流
日
記
文
学

に
お
け
る
研
究

が

進
ん

で
い
る
。
特
に

『
蜻
蛉

日
記
』

の

「
も
ろ
と
も
に
」

に

つ
い
て
は
、

鈴
木

裕
子
氏
や
宮
崎
荘

平
氏

の
御

論

に
詳
し

い
。
鈴

木
氏

は
上
巻
跋
文

の

「
思
ふ
や
う

に
も
あ
ら
ぬ
身
」

か
ら
作
者

の

「思

ふ
や
う
」

と
は
兼
家

と

の
夫

婦
関
係

で
あ
り
、

「
も
ろ
と
も
に
」

と

い
う
語
は
そ
れ
を
象

徴
す
る

と
と
も

に
、
作
者

の
理
想
と
す
る
日
常
と
兼
家

の
そ
れ
が
異
な
る
と

い
う

こ
と
を
露
呈
し

て
い
る
と
指

摘
し

て
お
ら
れ
る
。

ま
た
宮
崎
氏

は
、

「
も

ろ
と
も

に
」
が

『
蜻
蛉

日
記
』

の
持

つ

「
悲
哀

の
表

出
と
そ

の
形
象
化

」

と

い
う
性
格
を
読
み
解
く
上

で
重

要
な
キ
ー

ワ
ー

ド
で
あ
る
と
指

摘
し

て

お
ら
れ
る
。

『
蜻
蛉

日
記
』

の
中

に

「
も

ろ
と

も

に
」
と

い
う

表
現

は
二
十

五
例

(「
も
ろ
と
も
」
四
例
を
含
む
)
存
在
し
、
上
巻

に
九
例

・
中
巻

に
八
例

・

『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

下
巻

に
八
例
分
布
し

て
お

り
、

一
見
す

る
と
各
巻

に
均

一
に
使
用
さ
れ

て

い
る
か
に
見

え
る
。

し
か
し
、

「
も

ろ
と
も

に
」

が
対
象

と
す

る
人
物

は

作
者

と
父

・
作
者
と
母

・
作
者

と
子

・
子
と
夫
な
ど

の
例
も
見

ら
れ

る

一

方

で
、

用
例

の
ほ
と

ん
ど

が
作
者

と
夫

(兼
家
)
を
指
す
場
合

が
多

い
。

こ
の
作
者

と
夫
を
対
象
と
す

る

「も

ろ
と
も

に
」

に
限

っ
て
用
例

の
分
布

を
見

る
と
、
上
巻

に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が

わ
か

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
宮

崎
氏

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

こ

の
こ
と
は
、
上
巻

に
比

し

て
中

・
下
巻

で
は
作

者
が
兼

家
と

「も

ろ
と
も

に
」
何

々
す

る
と

い
う

よ
う
な
事
実

・
事
象

そ

の
も

の

が
激
減

し
て
し
ま
う
実
態

の
、
あ

り
の
ま
ま
な
る
反
映

に
す
ぎ

な
い

か
に
み
え
そ
う
で
あ

る
が
、

こ
と
は
単

に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
と
ど

ま
る
も

の
で
は
な

い
。
作
者
道

綱
母

の
兼
家

に
対

し

て
抱

く
親
密

感

・
一
体
感

の
推
移

と
変
容
、

そ
れ
の
喪
失

の
悲
嘆
、

そ
う
し

た
こ

と
を
反
映

し
て
の
作
品

の
内
面

の
構
造
的
差
異

の
あ

ら
わ
れ
に

つ
な

が

っ
て
く
る
。

宮
崎
氏

は
上
巻

に
集
中

す
る

「
も
ろ
と
も

に
」

は
作
者

と
兼
家
と

の
親

密

感

や
連
帯
感

の
表

れ

で
あ

り
、

そ
れ

に
対

す

る
中
巻

の

「も

ろ
と
も

に
」

の
反
実
仮
想

で
の
利

用
を
喪
失
感

の
表

れ
と
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
鈴

木
氏

は

「
も
ろ
と
も
に
」

が
多
用
さ
れ
て
い
る
上
巻
後
半
部

で
は
、
作
者

五
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『
源
氏
物
語
』
「も
ろ
と
も
に
」
考

が

「
過
去
を
生
き
直
す
」

こ
と

で
作
者

の
日
常

1
1

兼
家

と
真

に

「
も

ろ
と
も

に
」

あ

る
こ
と

ー

は
兼
家

の
非

日
常

で
あ

る
こ
と

に
気
づ

い

た
と
述

べ
て
お

ら
れ

る
。

こ
う

い

っ
た
宮
崎
氏

や
鈴
木
氏

の
御
論

に
よ

っ
て
、

『
蜻
蛉

日
記
』

の

「
も

ろ
と
も

に
」
は
作
者

の
主

眼
が
幸
福
な
状
況

を
記
録
す

る
こ
と

に
は

な
く
、

そ
れ
が
失
わ
れ
た
喪
失
感
を
嘆
く

こ
と

に
あ

る
こ
と
、

さ
ら

に
は

作
者

の
理
想
と

は
如
何
な

る
も

の
で
あ

っ
た
か
を
解
釈
す
る
際

の
重
要
な

ヒ
ン
ト
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か

に
な

っ
た
。

「
も

ろ
と
も

に
」

と

い
う
表
現

は
重
要
な
歌
語

で
あ

る
と
同
時

に
、

歌

以
外

で
用

い
ら
れ

る

「
も

ろ
と
も

に
」
も
重
要

で
あ

る
こ
と
が

『
蜻
蛉

日

記
』
等

の
日
記

の
研
究

に
よ

っ
て
明
ら
か

に
な

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

一
方

で

『
源
氏
物
語
』

や

『
宇
津
保
物
語
』
等

の
物
語

で
も
、
和
歌

や
手
紙

に

限
ら
ず
会
話
文

や
地

の
文
等

で
広
く
用

い
ら
れ

て
い
る
。
「
も

ろ
と
も

に
」

と

い
う
表
現
が

一
体
感

や
連
帯
感
と
表
裏

一
体

に
喪
失
感
を
あ
わ
せ
持

つ

表
現

で
あ

る
こ
と
が
、
歌
だ
け

で
な
く
散
文
中

で
も
見
ら
れ

る
こ
と
が
浮

上
し
た
今
、
物
語

に
お

い
て
も
登
場
人
物

に
即
し
た

一
連

の
使
用
法

に
注

目
す

る
こ
と

は
有
用

で
あ

ろ
う
。

二
、
用
例
調
査

五
四

『
源
氏
物
語
』

中

に

「
も
ろ
と
も

に
」

は
四
十
九
例
あ
り
、

桐
壼
巻
か

ら
竹
河
巻
ま

で
は
三
十
八
例
、
宇
治
十
帖

で
は
十

一
例

で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
分
布
も
会
話
文

(
15
例
)
・
地

の
文

(
30
例

)
・
歌

(
3
例
)
・
手
紙

(
1
例
)
等
広
く
使
用
さ
れ

て
い
る
。
従
来
、

こ
れ
ら

の

「
も
ろ
と
も

に
」

の
解
釈

は

一
体
感

の
イ

メ
ー
ジ

に
の
み
引

っ
張
ら
れ

て
、
表
面
的
な

「
土
ハ

に

・
一
緒

に
」

に
留
ま

っ
て
お
り
、

一
体
感

の
裏

に
あ
る
喪
失
感

に

つ
い

て
は
見
過
ご
さ
れ

て
き
た
。

こ
れ

で
は
作
者

の
伏
線
と
も

い
え
る

「
も
ろ

と
も

に
」

の
真
意
を
誤
読
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

物
語
中

の

「
も
ろ
と
も

に
」
を
論
ず
る
上

で
、
次

の
よ
う
な
問
題
点
が

浮
上
す

る
。

「
も
ろ
と
も

に
」

は
会
話
文

で
は
主

に
男
性
か
ら
女
性

に
使

用
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
。

こ
れ
は
女
流
日
記

の
場
合
は
問
題

に
な
る

こ
と

は
な

い
が
、
物
語

の
登
場
人
物

の
場
合
は
解
釈
が
複
雑

に
な
る
。

つ
ま
り

会
話
文
中

で
の

「
も
ろ
と
も

に
」
は
、

一
方
か
ら

の

一
対
願
望
を
露
呈
す

る
の
み

で
、
他
方

の
意
思
ま

で
を
反
映
し

て
い
る
表
現

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
は

『
源
氏
物
語
』

に
も
あ

て
は
ま
る
。

「
も
ろ
と
も

に
」

が
使
用

さ
れ
る
会
話
文

の
全
十
五
例

の
う
ち
、
源
氏
が
話
し
手
と
な
る
会
話
文
が



十
例
を
占
め
、
残

り
の
五
例

は
源
氏
と

は
関
係

の
な

い
用
例

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
源
氏
自
身
が

「
も
ろ
と
も

に
」
を
使

っ
て
誰
か
か
ら
表
さ
れ

る
こ
と

は

一
度
も
な
く
、
従
来

「
土
ハ
に
」
と

の
み
解
釈
し

て
き
た
二
者

の

一
対
性

は
極
め

て
源
氏
本
位

の
表
現

で
あ
り
、
源
氏

の

一
対
願
望
を
反
映

す

る
表
現

で
あ

る
可
能
性
が
高

い
。

さ
ら

に
地

の
文

に
お

い
て
も
、
両
者

の
心
情
を
均
等

に
描
写
し

て
い
る

保
証

は
な

い
。
物
語
中

の

「
も

ろ
と
も

に
」
か
ら
登
場
人
物

の
心
理
状
況

を
探

る
場
合

は
、

日
記
文
学

に
比

べ
て

「
も

ろ
と
も

で
あ

る
状
況

の
見
せ

か
け
」

や

「作
者

の
意
図
」

に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。

で
は
、
実
際

に

『
源
氏
物
語
』
中

の
地

の
文

に

つ
い
て
考

え
て
み
る
。

源
氏
が
地

の
文
中

で
女
性
と

「も

ろ
と
も

に
」

で
表
わ
さ
れ

る
事

は
、
紫

の
上
と
明
石

の
女
御
を

の
ぞ
く
と
次

に
あ
げ
た
夕
顔
と
玉
鬘

の
二
例

の
み

で
あ

る
。

1
白
栲

の
衣
う

つ
砧

の
音
も
、
か
す
か

に
、

こ
な

た
か
な

た
聞
き
わ
た

さ
れ
、
空
と

ぶ
雁

の
声
と
り
集
め

て
忍
び
が
た
き

こ
と
多
か

り
。
端

近
き
御
座
所

な
り
け
れ
ば
、
遣
戸
を
引
き
開
け

て
、
も

ろ
と
も

に
見

出
だ
し

た
ま

ふ
。

ほ
ど
な
き
庭

に
、

さ
れ

た
る
呉
竹
、
前
栽

の
露

は

な
ほ
か

か
る
所
も
同
じ
ご
と
き

ら
め
き

た
り
。

(新
編

日
本
古
曲
ハ文
学
全
集

・
夕
顔

・
一
・
一
五
六
)

『
源
氏
物
語
』
「も

ろ
と
も

に
」
考

1
五
六

日
の
夕
月
夜
は
と
く
入
り

て
、
す

こ
し
雲
隠
る
る
け
し
き
、
萩

の
音
も
や
う
や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど

に
な
り

に
け
り
。
御
琴
を
枕

に

て
、
も
ろ
と
も

に
添

ひ
臥
し
た
ま

へ
り
。
か
か
る
た
ぐ
ひ
あ
ら
む
や

と
う
ち
嘆
き
が
ち

に
て
夜
ふ
か
し
た
ま
ふ
も
、
人

の
咎
め
た

て
ま

つ

ら
む

こ
と
を
思
せ
ば
、
渡
り
た
ま

ひ
な
む
と

て
、
御
前

の
篝
火

の
す

こ
し
消
え
方
な
る
を
、
御
供
な
る
右
近
大
夫
を
召
し

て
、
点
し

つ
け

さ
せ
た
ま
ふ
。

(篝
火

・
三

・
二
五
六
)

1
は
源
氏

と
夕
顔
が

一
緒

に
庭
を
眺

め

て
い
る
場
面

で
あ
る
。
「
見
出

だ
し
た
ま
ふ
」
と
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る

の
で
、
主
体
は
源
氏

で
あ

る

こ
と
が
わ
か
る
。
源
氏

に
と

っ
て

「
砧

の
音
」
や

「
雁

の
声
」
等

の
市

井

の
様
子

は
馴
染

の
な

い
も

の
だ
が
、
夕
顔

に
と

っ
て
は

日
常

の
風
景

で

あ
り
、
夕
顔
が
源
氏
と
同
様

の
感
慨
を
も

っ
て
庭
を
眺
め

て
い
る
と
は
考

え

に
く

い
。

1
の

「
も
ろ
と
も

に
」
は
源
氏
が
夕
顔
と

一
体
感
を
共
有
す

る

に
は
、
源
氏

に
は
非
日
常

で
あ

る
夕
顔

の
日
常
を
理
解
す
る

こ
と
が
必

要
条
件

で
あ

る
こ
と
を
示
し
、
二
人

の

一
体
感
が

一
時
的
な
も

の
に
終
わ

る
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
。

H
は
源
氏
と
玉
鬘
が

一
緒

に
臥
し

て
い
る
場
面

で
あ
る
。
源
氏
と
玉
鬘

は
養
父
と
養
女

(周
囲

の
女
房
た
ち
は
実

の
親
子
と
思

っ
て
い
る
)
と

い

う
関
係

で
あ
り
な
が
ら
、
心
理
的

に
は
互

い
に
恋
愛
対
象
と
し

て
の
意
識

五
五



『
源
氏
物
語
』
「も

ろ
と
も

に
」
考

が
働

い
て
い
る
。

し
か
し
、
源
氏

は

「
か
か
る
た
ぐ
ひ
あ

ら
む

や
」

と
玉

鬘

を
意
識

し
な
が
ら
も
、
人
目
を
気

に
し
て
そ
れ
以
上

の
行
為

に
は
出

な

い
。

こ
う
い

っ
た
危

う
い
関
係

の
中

で
H
の

「も

ろ
と
も

に
」

は
、
源
氏

と
玉
鬘

の

一
体
感

が
最
も
高

ま

っ
た
状
況

で
効
果
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、

こ
れ
以
上

の
恋
愛
関
係

に
発
展
す

る
こ
と
は
な
い
二
人

の
運
命
を
予

期

し
て
い
る
と
も
言

え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地

の
文

で
源
氏
が
夕
顔

や
玉
鬘
と

「も

ろ
と
も

に
」

で

表

わ
さ
れ
る
場
合
、

二
人

の

一
対
性
が
頂
点

に
達
し
た
、
読
者

か
ら
す

る

と
絵

に
な
る
よ
う
な
象
徴
的

な
場
面

で
用
い
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ

に
対
し
、

紫

の
上

は
源
氏

と
の
間

に
四
例

(六
例

で
あ

る
が
、
須
磨
巻
と
御
法
巻

は

地

の
文

と
い
う
よ
り
、
源
氏

の
心
内
文
的
要
素
が
強

い
の
で
除
外
す

る
)

の

「も

ろ
と

も

に
」
が
多

用
さ

れ

て
い
る

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
雛

遊
び

(若
紫
巻

・
末
摘
花
巻
)
・
食
事

(紅
葉
賀
巻
)
・
絵

の
選
定

(絵
合
巻
)

等
、

日
常
的

な
何
気

な
い
出
来
事

に
使
用

さ
れ

て
い
る
。

こ
れ

は
夕
顔

や

玉
鬘
と
異
な

り
、
源
氏

の
日
常
と
紫

の
上

の
日
常

は
重
な

る
も

の
で
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か

る
。

な
お
、
源
氏
と
紫

の
上

の

「
も

ろ
と
も

に
」

に

つ
い
て
は
、
宮
崎
荘
平

氏

「
た
と
え
ば
光

源
氏
と

紫

の
上

1

「
も

ろ
と
も
」
な

る
語

に
執
し

て

ー

」

で
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

宮
崎
氏

は
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」

五
六

の
全
用
例
中
十

一
例
が
紫

の
上

に
集
中
し

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
紫

の
上

が
他

の
女
性
と

は

一
線
を
画
す

る
存
在
と
し

て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
お
ら
れ

る
。

実
際
、
地

の
文
だ
け

で
な
く
、
源
氏

の
会
話
文
中

で
も
紫

の
上

に
多
用

さ
れ

て
い
る
。
源
氏
が
使
用
し

た
十
例

の
会
話
文

の
う
ち
七
例

(他
者
と

他
者
を
源
氏
が

「
も

ろ
と
も

に
」
と
表
し
た
三
例
は
除
く
)

は
次

の
と
お

り
で
あ

る
。

頭
中
将

二
例

(末
摘
花
巻

一
例
/
紅
葉
賀
巻

一
例
)

紫

の
上

三
例

(葵
巻

一
例
/
若
菜
下
巻

一
例
/
幻
巻

一
例
)

女
三

の
宮

一
例

(鈴
虫
巻

一
例
)

そ
の
他

一
例

(若
菜
下

一
例
)

こ
れ
を
見

る
と
、
紫

の
上
が
最
も
多

い
三
例

(他

に
歌
が

一
例
あ
る
)

で
あ

る
。
さ
ら

に
紫

の
上

に
用

い
ら
れ
た
三
例

の

「
も
ろ
と
も

に
」
は
、

長

い
期
間

に
点
在
し
た
使
用
が
な
さ
れ

て
お
り
、
紫

の
上
は
幼
年
期
か
ら

死
後
ま

で

一
生
を
通
し

て
源
氏

に

「
も
ろ
と
も

に
」

で
表
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
か
ら
も
源
氏
が
紫

の
上

に
、
永
続
的
な
二
人

の
結
び

つ
き
を
望
ん

で

い
る

こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

で
は
、
紫

の
上

へ
の

一
対
願
望
と
は
如
何

な
る
も

の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。



三
、
少
女
時
代
の
紫
の
上

「
も
ろ
と
も

に
」

と
い
う
表

現
は
、

主
従

関
係

で
あ
れ
ば
主
か
ら
従

へ

と
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多

い
。
会
話

文

に
お
け
る

「
も
ろ
と
も
に
」

は

一

対
願
望
や
同
化
を
表
す
表
現

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
強

者
に
よ

っ
て
な
さ
れ

た
場

合
、
そ

の
提
案
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
相
手
は
必
ず
し
も
平
等

な
立
場

か
ら
返
答
を
返
す

こ
と
は

で
き
な
い
。

こ
う

い

っ
た
状
況
下

で
の

「
も
ろ

と
も

に
」

の
問

い
か
け
は
、
返
事

の
不
在
が
前
提

で
あ
る
。
次

に
あ
げ
た

の
は
源
氏

に
よ

っ
て
紫

の
上
が
最
初

に

「
も
ろ
と
も
に
」

で
表
さ
れ
た
例

で
あ
る
。

今
日
は
、
二
条
院

に
離
れ
お
は
し

て
、
祭
見

に
出

で
た
ま
ふ
。
西

の

対

に
渡
り
た
ま

ひ
て
、

惟
光

に
車

の
こ
と
仰
せ
た
り
。

「
女
房
出

で

た

つ
や
」
と

の
た
ま

ひ
て
、
姫
君

の
い
と
う

つ
く
し
げ

に

つ
く
ろ
ひ

た

て
て
お
は
す
る
を
う
ち
笑
み

て
見
た

て
ま

つ
り
た
ま
ふ
。
「
君
は
、

い
ざ
た
ま

へ
。
も
ろ
と
も

に
見
む
よ
」
と

て
、
御
髪

の
常
よ
り
も
き

よ
ら

に
見
ゆ
る
を
か
き
撫

で
た
ま

ひ
て
、

(葵

・
二

・
二
七
)

こ
こ
は
源
氏
が
紫

の
上
を
伴

い
祭
り
見
物

に
出
か
け
よ
う
と
し

て
い
る

と

こ
ろ

で
あ
る
。
祭
り
見
物

に
自
分
と
共

に
出
か
け
よ
う
と

い
う
提
案
は
、

源
氏
か
ら
す
る
と
最
初
か
ら
拒
否
さ
れ

る
可
能
性

の
な

い
提
案

で
あ

っ
た
。

『源
氏
物
語
』
「も
ろ
と
も
に
」
考

「も

ろ
と
も

に
」

を
提
案

し
た
源
氏

は
、

そ
れ
を
受

け
る
紫

の
上

に
拒
否

権

が
な

く
、
紫

の
上
自

身
も

そ
れ
を
望

む

と

い
う

認
識

で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、

一
対
願
望
を
提
示

さ
れ
た
紫

の
上

の
返
答

は

「否
」

で
あ

る
こ

と
は
あ
り
え
ず
、

し
か
も
肯
定
的

な
返
答
す

ら
も
不
要

の
よ
う

で
あ

る
。

そ
の
理
由

と
し
て
、
単

な
る
力
関
係

以
外

に
、
源
氏

が
す

で
に
紫

の
上

と
自
身

の
間
に
精
神
的

な
同
化

が
成
立

し
て
い
る
と

い
う
思

い
込

み
の
存

在

が
指
摘

で
き
る
。
本
来
、
会
話
文
中

に
お
け
る

「
も
ろ
と
も

に
」

の
提

案

は
、

そ
れ
を
使

用
す
る
話
者

が
受
容
者

(多
く

の
場
合
、
会
話
文

の
聞

き
手

)
と
自
身

の
関
係

が

一
対

に
な
る
こ
と
を
志
向
す

る
願
望

か
ら
生

ま

れ
る
。

こ
の
場
合

の

「も

ろ
と
も
に
」

は
話
者

の
願
望

に
す
ぎ
ず
、
願
望

の
提
案

に
よ

っ
て
話
者

は
自
身

の
願
望

が
受

け
入

れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と

い
う
状

況
に
立

た
さ
れ
る
。

し
か
し
、
葵
巻

で
の
源
氏

の
提
案

に
は
、

こ

う
い

っ
た
自
ら
の
願
望

を
相
手

に
問
い
か
け
る
姿
勢

が
見

ら
れ
な
い
。

一
方
、

源
氏

の

「
も
ろ
と
も

に
」
を
受
容

す
る
紫

の
上

は
ど
う

で
あ
ろ

う
か
。
紫

の
上

は
源
氏

に
祭

り
見
物

に
同
行

す
る
こ
と
を
促

さ
れ
て
お
り
、

実

際

に
同
行
し

て
い
る
。
結

果
と
し

て
は
源
氏

の
紫

の
上

へ
の

一
対
願
望

は
満

た
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
源
氏

の

一
対
願
望
を
満

た

し
た
要
因
は
紫

の
上

が
同
行

し
た
と
い
う
事
実

だ
け

で
は
な
い
。
紫

の
上

は

「
も

ろ
と
も

に
」
を
提

示
す

る
源
氏

に
対

し
、
明
確

な
意
思

表
示
を

五
七



『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

行

っ
て
は
い
な
い
。

こ

の
意
思
表
示
を

し
な
い
こ
と
が
紫

の
上

と
の
精
神

的

な
面

で
の
同
化
を
確
信

し

て
い
る
源
氏

に
と

っ
て
、

よ
り
確
信
を
強
化

す
る
働

き
を

し
た
。
紫

の
上

に
す

れ
ば
源
氏

と
同
行
す

る
こ
と
は

「も

ろ

と
も
に
」
を
提

示
さ
れ
る
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
源
氏

の
提
案

は

自

ら
の
選
択
を
問

う
て
い
る
の
で
は
な
く
、

二
人

の
結
び

つ
き

の
安
定
か

ら
生

ま
れ
た
独

り
言

に
近

い
も

の
な
の
で
あ

る
。

葵
巻

の
紫

の
上

に
は
、

二
人

の
精
神
的

な

一
対
性
を
確
信
し

て
い
る
源

氏

に
対

し
て
、
少

な
く
と
も

そ
れ
を
拒
む
様
子

や
源
氏

の

一
対
願
望
を
疑

う
気
持
ち

は
な
い
。
紫

の
上

に
源
氏

の

一
対
願
望
を
受
け
入
れ

る
か
ど
う

か
の
選
択
権

は
な
く
、
圧
倒
的

な
力

の
差

で
強
制
的

に
そ
れ
を
受
け

い
れ

る
形

で
は
あ

る
が
、

こ
の
段
階

で
は
源
氏
と
紫

の
上

の
問

に
は
精
神
的
な

面

で
の
同
化
が
存
在
し

て
い
る
こ
と

に
な
る
。

四
、
拒
否
す
る
紫
の
上

源
氏

に
よ

っ
て
少
女
時
代

の
紫

の
上

に
使
用
さ
れ

て
い
た

「
も

ろ
と
も

に
」

は
、
両
者

の
立
場
が
強
者
と
弱
者

で
あ

る
こ
と
が
明
確

で
、
な
お
か

つ
そ
の
主
従
関
係

に
則

っ
た
用

い
ら
れ
方
が
さ
れ

て
お
り
、

一
定

の
均
衡

を
保

っ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、

そ
の
関
係

に
変
化
が
み
ら
れ
た

こ
と
を
検

討
し
た

い
。

五
八

渡

り
た
ま
は
む

こ
と

は
、

「
も

ろ
と
も

に
帰

り
て
を
。

心

の
ど
か

に

あ

ら
む
」

と

の
み
聞

こ
え

た
ま
ふ
を
、

「
こ
こ
に
は
、

し
ば
し
、

心

や
す
く

て
は
べ
ら
む
。
ま
つ
、
渡
り
た
ま

ひ
て
、
人

の
御
心
も
慰

み

な
む

ほ
ど

に
を
」
と
聞

こ
え
か

は
し
た
ま

ふ
ほ
ど

に
、

日
ご

ろ
経

ぬ
。

(若
菜
下

・
四

・
二
五
七
)

こ
の
若
菜
下
巻

の
紫

の
上

は
、
源
氏

に
初
め

て

「
も

ろ
と
も

に
」

で
表

現
さ
れ

た
葵
巻

の
用
例
か
ら
お

よ
そ
二
十
五
年

の
月

日
が
経
過
し

て
お
り
、

二
条

院

で
病
気

療
養
中

の
紫

の
上

を
源
氏

が
訪

ね

て
く

る
場

面

で
あ
る

(宮
崎
論

で
は
こ
の
用
例

に
は
言
及
さ
れ

て
い
な

い
)
。

源
氏
が
成
人
し
た
紫

の
上

に
用

い
る

「
も
ろ
と
も

に
」
は
、
二
人

の
関

係
性

に
不
具
合
が
生
じ
た
時

に
使
用
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
逆

に
言
う
と
、

源
氏
と
紫

の
上

の
関
係
が
平
穏
無
事

で
、
互

い
に
同
化
し

て
い
る
と
感
じ

る
時

に
は

「
も
ろ
と
も

に
」
と
あ
え

て
表
現
す
る
必
要
が
な

い
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

で
は
、

こ
の
若
菜
下
巻

に
お

い
て
生
じ
た
不
具
合
と
は
な
ん

で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
女
三

の
宮
降
嫁
を
指
摘
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

数
あ

る
女
性

の
中

で
、
女
三

の
宮
は
源
氏

に
と

っ
て
特
別
な
存
在

で
あ
る
。

こ
れ
は
女
三

の
宮
が
源
氏

に
よ

っ
て
紫

の
上
や
頭
中
将

の
他

に
唯

一

「
も

ろ
と
も

に
」
を
使
用
さ
れ

て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

か
か
る
方

の
御
営
み
を
も
、
も
ろ
と
も

に
い
そ
が
ん
も

の
と
は
思
ひ



よ
ら
ざ
り
し
こ
と
な
り
。

(鈴
虫

・
四

・
三
七
六
)

こ
の

「
も
ろ
と
も
に
」

は
、
出
家

し
た
女

三
の
宮

の
持
仏
供
養

の
準
備

を
源
氏

が
女

三

の
宮

と
共

に
行

う
心
境

を
述

べ
る
際

に
使

用
さ
れ
て
い
る

が
、
直
後

に

「思

ひ
よ
ら
ざ

り
し
こ
と
な
り
」

と
打

ち
消

さ
れ

て
い
る
事

に
注

目
し
た
い
。

こ

の
背
景

に
は

「自
分

が
存
命
中

に
出
家

す
る
と
は
予

想

し
な
か

っ
た
女

三

の
宮
」

と
い
う
源
氏

の
認
識
を
指
摘

で
き
、

「も

ろ

と
も
に
」

は
起

こ
る
は
ず
の
な
い
と
い
う
前
提

に
使

用
さ
れ
て
い
る
。

し

た
が

っ
て
、

こ
の
鈴
虫
巻

の
用
例

は
源
氏

が
女

三

の
宮

へ

一
対
願
望
を
提

示
し

て
い
る
用
例

で
は
な
い
。

し
か
し
、
若
菜

下
巻

で
源
氏

が
紫

の
上

に

「
も
ろ
と
も
に
」
を
提
示

し

た

こ
と
は
、
女
三

の
宮

の
降
嫁

と
い

っ
た
単
純

な
問
題

で
は
な
い
。
源
氏

が
女

三

の
宮

と
柏
木

の
不
義

を
知

っ
た

こ
と
が
、
源
氏

の
紫

の
上

へ
の
心

理
的

な
歩

み
寄
り
を
強

く
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
若
菜
下
巻

の
用
例

で
、

源

氏
は
二
条
院

で
静

養
中

の
紫

の
上

に
対

し

て
、
共

に
六
条
院

に
帰

る
こ
と

を
提
案

し

て
い
る
。

こ
の
源
氏

の
提
案

の
狙
い
は
紫

の
上

と
の

一
対
性

を

強
化

す
る

こ
と

で
、

女

三

の
宮

を
遠
ざ
け
る

こ
と

で
あ
る
が
、

「
も
ろ
と

も
に
」
を
提
示
さ
れ
る
紫

の
上

は
源
氏

の
思
惑

を
知

る
由

も
な
く
、
反
対

に
源
氏

に
対

し

て
女

三

の
宮
を

見
舞

う

こ
と
を

要
求

し

て
い
る
。

そ
う

い

っ
た
両
者

の
心
理
的

な
食

い
違

い
が
若
菜
下

の

「
も
ろ
と
も

に
」

の
周

『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

辺

で
は
露

わ
に
な

っ
て
い
る
。

源
氏

は

「も

ろ
と
も

に
帰

り
て
を
。
心

の
ど
か

に
あ

ら
む
」
と
あ

る
よ

う
に
、
六
条
院

に
か

え

っ
た
と
し

て
も
、

そ
の
目
的

は

「心

の
ど
か

に
あ

ら
む

i

(紫

の
上

と
)
ゆ

っ
く
り
と
す

ご
す

こ
と

に
し

ま
し

ょ
う
」

に
あ

り
、
女

三
の
宮

に
は
な
い
。

こ
の
若
菜
下
巻

の
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」

は
紫

の
上

へ
の
単
純

な

一
対
願
望

の
提
示

で
は
な
く
、
女

三
の
宮

の

密
通
を
巡

る
心
理
的

な
空
虚

さ
を
埋
め

る
た
め

の
使

用
で
あ

っ
た
と

い
え

る
。と

こ
ろ
で
、
若
菜
下
巻

の
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」

の
提
示
が
他

の
例

と
異

な
る
の
は
、
提
示

さ
れ
た
人
物
が
返
答
を
返
し

て
い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
本
来

で
あ

れ
ば
、
源
氏

の
提
示

は
返
答

さ
え
不
要

で
あ

る
ほ
ど
拒
否

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
若
菜
下
巻

に
お
い
て
紫

の
上

は
拒
否
し

て
い
る
。

こ
れ
は

『源
氏
物
語
』
中

に
み
ら
れ
る

「も

ろ
と
も

に
」

の
用
例

の
な
か

で
も
、
極

め
て
異
例

で
あ

る
。

紫

の
上

が
源
氏

の
提
案
を
拒
否

し
た
の
は
、
源
氏

の
提
示
自
体

に
問
題

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」

は
前
述
し

た
よ
う
に
、

紫

の
上

と
の
同
化
を
望
む

と
い
う
よ
り
は
女

三
の
宮

と
の

一
対
性
を
払
拭

す

る
た
め
に
、
紫

の
上
と

の

一
対
性
を
高
め

る
こ
と
に
目
的

が
あ

る
。
も

ち

ろ
ん
紫

の
上

は
源
氏

と
女

三
の
宮

の
複
雑

な
事
情
を
知

る
わ
け
で
は
な

五
九



『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

い
。

け
れ
ど
も
、
源
氏

の

「も

ろ
と
も
に
」

を
拒
否

し
た
紫

の
上
側

の
理

由

も

「人

(
冂
女

三
の
宮
)

の
御
心

も
慰

み
な
む
ほ
ど
に
を
」

と
い
う
言

葉

か
ら
見

て
取

れ
る
よ
う
に
、
源
氏

の
場
合

と
は
事
情

が
異

な
る
が
女

三

の
宮

に
あ
る
。

紫

の
上

に
と

っ
て
、
女

三
の
宮

は
源
氏

か
ら
の

一
対
願
望
を
受

け
入
れ

る
上

で
心
理
的

な
障
壁

で
あ
る
。
源
氏

が
紫

の
上

へ

一
対
願
望
を
む

け
る

際

に
、
女

三
の
宮

の
存
在

を
問
題
視

し
て
い
な
く
と
も
、

一
対
願
望
を
向

け
ら
れ
る
紫

の
上

に
と

っ
て
は
、
正
妻

で
あ

る
女

三
の
宮
を
意
識

せ
ず

に

は
い
ら
れ
な
い
。

若
菜
下
巻

に
お
い
て
紫

の
上

は
源
氏

の
提
案
を
拒
否

し
て
い
る
が
、

こ

れ
は

「
も
ろ
と
も
に
」
源
氏

と
六
条
院

に
か
え
る
こ
と
を
拒
否

し
た
わ
け

で
あ
り
、
必

ず
し
も
源
氏

と

「
も
ろ
と
も
に
」

の
状
態

に
な
る
こ
と
を
拒

否

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際

に
源
氏

と
紫

の
上

は

「
日
ご

ろ
経

ぬ
」
と

あ
る
よ
う
に
、

二
条
院

で
数

日
を
過
ご

し
て
い
る
。
紫

の
上

に
と

っ
て
、

二
条
院

で
過

ご
す
こ
と
は
女

三
の
宮

の
い
る
六
条
院

に
帰

る
こ
と
に
比

べ

る
と
源
氏

の

「
も
ろ
と
も

に
」
を
受

け
入

れ
や
す

い
環
境

で
あ

る
こ
と
が

わ
か
る
。
紫

の
上

は
源
氏

と
の

一
対
性
を
望

み
な
が
ら
も
、
正
妻
的
立
場

を
失

っ
た
こ
と

へ
の
心

理
的

な
葛
藤

が
読

み
と
ら
れ
る
。

五
、
死
後
の
紫
の
上

六
〇

次

に
源
氏

が
紫

の
上

に
対
し

て
用

い
た

「も

ろ
と
も

に
」

の
用
例

の
う

ち
、
最
も
時
系
列
的

に
最
後

に
位
置
す

る
用
例

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

も

ろ
と
も

に
お
き

ゐ
し
菊

の
朝
露
も

ひ
と

り
袂

に
か
か

る
秋
か
な

(幻

・
四

・
五

四
四
)

こ
の
歌
は
、
「
か

つ
て
は
い

っ
し

ょ
に
起
き

居
し

て
長
命
を

祈

っ
た

こ

の
菊

の
朝
露
も
、
今
年

の
秋

は
私

一
人

の
袂

に
か
か

る
涙

の
露

で
あ

る
こ

と

よ
」

(新
編
全
集

よ
り
)

と

い
う
意
味

で
あ
り
、

九
月
九

日
の
重
陽

の

日
に
延
命
長
寿
を
祈

る
被
綿

の
儀

に
綿
を
か
ぶ
せ

て
あ

る
菊
を
見

て
詠

ん

だ
も

の
で
あ

る
。
実
際

に

『
源
氏
物
語
』
中

に
源
氏
と
紫

の
上
が
被
綿

の

儀

に
望

ん
で
い
る
記
述

は
な
く
、

こ
の
歌
か
ら

は
じ
め

て
紫

の
上

の
生
前

に
こ
う

い

っ
た
行
事
を
行

っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か

る
。

「
も

ろ
と
も

に
」
と

い
う
語

を
使
用
し

た
歌

が
多
く

の
場
合

そ
う

で
あ

る
よ
う

に
、

こ
の
歌
も

一
見

は
恋
人
と
死
別
し
、
残
さ
れ
た
者

の
哀
傷
を

詠

ん
だ
歌

で
あ

る
よ
う

に
見
え

る
。

こ
れ

は
言

い
方
を
変
え
れ
ば
、
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌

は
紫

の
上
と

の
死
別

に
よ

っ
て
同
化

の
状
態
が
叶

わ
な
く

な

っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌

で
あ

る
こ
と

に
な

る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
問
題
な

の
は
源
氏

の
歌

は
以
前

に
紫

の
上

に
同
化
を



否
定

さ
れ

た
こ
と

は
問
題
視

さ
れ
ず
、

一
方
的

に
か

つ
て
は

一
対

で
あ

っ

た
と

い
う
設
定

に
な

っ
て
い
る
こ
と

で
あ

る
。
源
氏

は
若
菜
下
巻

に
お

い

て
、
紫

の
上

に

一
対
願
望
を
提
示
し

た
が
、
拒
否

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
紫

の
上

の
拒
否

は
部
分
的

な
も

の
で
、
源
氏

と
の
同
化
自
体
を
拒
否
し

た
わ

け
で
は
な
い
が
、
本
来

な
ら
返
答

さ
え
不
要

で
あ
る
は
ず

の
源
氏

の

「も

ろ
と
も
に
」

の
提
示

に
、
部
分
的

で
あ

っ
て
も
拒
否
を
し

た
こ
と

は
異
例

と
い
え
る
。

源
氏

や
紫

の
上

が
互

い
に

一
対
性

を
望

ん
で
い
た
と

し
て
も
、

そ
の
願
望

が
双
方

の
知

る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
精
神
的

な
同
化

が
成
立

し

て
い
た
と
は
言
え
ず
、

一
方
的

な

一
対
願
望

で
し
か
な
い
。

こ
う
い

っ
た
源
氏

と
生
前

の
紫

の
上

に
同
化

を
め
ぐ
る
問
題

が
あ

っ
た

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、

幻
巻

の

「
も
ろ
と
も
に
」
歌

の
解
釈

に
は
疑
問

が

生
じ
て
く
る
。
従
来

の
よ
う
に

「
も
ろ
と
も
に
」
歌

が
生

き
残

っ
た
者

の

悲
し
み
を
詠

ん

で
い
る
と
い
え
る
の
は
、
存
命
中

の
二
人

の
間
に
精
神
的

な
同
化

が
成

立
し

て
お
り
、

そ

の
同
化

が
片
方

の
死

に
よ

っ
て
崩

れ
て
し

ま

っ
た
と
い
う
前

提
が
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏

と
紫

の
上

の
場
合

は
両
者

の
存
命
中

に
す

で
に
精
神
的

な
同
化

に
危
機

が
あ

っ
た
。

で
は
、
同
化

の
状
態

を
保

て
な

い
ま
ま
紫

の
上
と
死

別
し

た
源
氏

の

「
も
ろ
と
も
に
」

歌

の
特
質

と
は
な
ん

で
あ
ろ
う
か
。

同
化

の
状
態

が

一

対
対

象

の
死
等

に
よ

っ
て

一
時
的

に
失
わ
れ
た
パ
タ
ー

ン
の
歌

で
あ
れ
ば
、

『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

歌

の
詠
み
手

は
現
世

に
取
り
残
さ
れ
た
悲
し
み
を
詠
む
。

そ
の
歌

で
は

一

対
対
象

の
死
を
も

っ
て
現
世

で
の
二
人

の
同
化
を
完
了
し

て
お
り
、
新
た

な

一
対
願
望
が
提
示
さ
れ

る
こ
と

は
な

い
。
そ
れ

に
対
し
、
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌

で
は
現
世

に
取
り
残
さ
れ
た
悲
し
み

に
加
え

て
、
す

で
に

故
人

で
あ

る
紫

の
上

に
向
け
、
今
も
な
お

一
対
願
望
を
提
示
し

て
い
る
。

源
氏

は
紫

の
上
と

の
同
化
を

二
人

の
存
命
中

に
保

て
な
か

っ
た

こ
と
か

ら
、

一
対
対
象

の
死
後
も
な
お
、

一
対
願
望
を
捨

て
き

る
こ
と
が

で
き
な

か

っ
た
。
し
か
し
、
生
き

て
い
る
者

の
願
望

は
死
者

に
拒
否
さ
れ
る

こ
と

は
な
い
が
、

そ
れ

は
同
時

に
受
け
入
れ
ら
れ

る
こ
と
も
な

い
と

い
う

こ
と

で
も
あ

る
。
源
氏

に
で
き

る
こ
と

は
、

二
人

の
精
神
的
な
同
化

に
不
具
合

が
生

じ
て
い
た
過
去
自
体

に
修
正
を
加
え

る
こ
と

で
あ

る
。
幻
巻

の
源
氏

の

「
も
ろ
と
も

に
」
歌

で
は
過
去

の
紫

の
上
と

の
思

い
出
を
振

り
返

る
形

式

を
と

っ
て
い
る
が
、

こ
こ

で
詠

ま
れ

て

い
る

「
被
綿

の
儀
」
自

体
が

『
源
氏
物
語
』

中

に
記
述
が

な
く
、

源
氏

の
記
憶

に
ゆ
だ

ね
な
く

て
は
な

ら
な
い
状
況

で
あ

る
。
源
氏

の
過
去

へ
の
願
望

に
よ
る
都
合

の
い
い
脚
色

が
補
完

さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
不
思
議

で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
幻
巻

に
は
も

う

一
例
源
氏

の
会
話
文
中

で

「も

ろ
と
も

に
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

幼

き
ほ
ど
よ
り
生

ほ
し
た
て
し
あ

り
さ
ま
、
も

ろ
と
も

に
老

い
ぬ
る

六

一



『
源
氏
物
語
』
「も
ろ
と
も
に
」
考

末

の
世

に
う
ち
棄

て
ら
れ
て
、

わ
が
身
も
人

の
身
も
思

ひ

つ
づ

け
ら

る
る
悲

し
さ
の
た

へ
が
た
き

に
な
ん
。

(幻

・
四

・
五

三
五
)

こ
の
会
話
文

は
、
時
系
列
的

に
は
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌

よ
り
も

前

に
位
置
し
、
紫

の
上
を
失

っ
た
悲
し

み
を
明
石

の
君

に
述

べ
て
い
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。
そ

の
過
程

で
、
源

氏

は

「
も

ろ
と

も

に
老

い
ぬ

る
末

の

世
」
と

い
う
表
現

で
、
自

ら
と
生
前

の
紫

の
上

の
交
わ

り
の
深

さ
を
表
し

て
い
る
。

し
か
し
源
氏

は
前
述

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌
と
同
様
、
か

つ
て
紫

の
上

か
ら
提
案
を
拒
否
さ
れ
た

こ
と

は

一
切
隠
蔽
し

て
い
る
。
源
氏

は
明
石

の

君

に
対
し

て
、
生
前

の
紫

の
上
と

の
関
係
を

こ
の
よ
う

に
語

る
こ
と

で
、

紫

の
上
と

の
連
帯
を
確
乎

た
る
も

の
で
あ

っ
た
か

の
よ
う

に
見
せ
か
け
よ

う
と
し

て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
の
源
氏

の
過
去

の
事
実

の
捏
造
と
も
思
え

る
言
動

は
明
石

の
君
を
聞
き
手
と
し

て
い
る
が
、
明
石

の
君
を
偽
る
目
的

で
語
ら
れ
た
わ
け

で
は
な

い
だ
ろ
う
。
源
氏

は
明
石

の
君
を
自
ら

の
言
動

の
証
人
と
す

る
こ
と

で
、
紫

の
上
と

の
同
化
を
め
ぐ
る
不
具
合
が
あ

っ
た

と

い
う
事
実
を
な
か

っ
た
も

の
と
思

い
込
も
う
と
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
う

い

っ
た
記
憶

の
す

り
替

え
を
前

提

と
し

て
、
源
氏

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌

に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

最
後
に

六
二

以
上
、
源
氏

の
使
用
す
る

「
も

ろ
と
も

に
」

に

つ
い
て
調
査
を
行

っ
た

結
果
、
源
氏

の
紫

の
上

に
向
け
た

「
も

ろ
と
も

に
」

の
中

に
、
表
面
的
な

「
共

に

・

一
緒

に
」
と

い

っ
た
意
味

だ
け

で
は
説

明

で
き
な

い
源
氏

の
心

情
を

読

み
取

る

こ
と
が

で
き
た
。
多

数

の
恋
人
を

持

っ
て

い
た
源

氏

に

と

っ
て
、
特
定

の
人
物
と

の

一
対
性
を
考
え
る

こ
と
は
困
難

に
思
え
る
が
、

源
氏

の
用
例

は
紫

の
上

に
集
中
し

て
お
り
、
源
氏

に
と

っ
て
の
紫

の
上
は

唯

一
無
二

の
存
在

で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

源
氏

は
紫

の
上
と

の
出
会

い

・
女
三

の
宮
降
嫁

・
死
と

い

っ
た
三

つ
の

節
目

に

「
も

ろ
と
も

に
」
を
使
用
し

て
お
り
、

一
見
は
二
人

の
心
が

一
つ

で
あ
る

こ
と

の
指
標

で
あ
る
か

に
思
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は

「
も
ろ
と

も

に
」
が
使
用
さ
れ
る
タ
イ

ミ
ン
グ
は
源
氏

の
心
理
的
な
空
虚
さ

に
よ

っ

て
左
右
さ
れ
、

「
も
ろ
と
も

に
」

と

い
う
表
現
を
そ

の
ま
ま

の
意
味

で
解

釈
す
る

こ
と
は
危
険

で
あ
る
。

む
し
ろ
、
源
氏
が
紫

の
上

に
対
し

て

「
も
ろ
と
も

に
」
を
使
用
し
な

い

時
期

に
二
人

の
心
理
的
な

一
対
性
は
あ

っ
た
。
源
氏
が
出
会

っ
た
頃

の
少

女

の
紫

の
上

に

「
も
ろ
と
も

に
」

に
よ

っ
て
二
人

の

一
対
性
を
確
認
し

て

以
降
、
若
菜
下
巻
ま

で
は
使
用
さ
れ

て
い
な

い
。
若
菜
下
巻

で
源
氏

は
女



三

の
宮

を
要

因
と
し
た
心
理
的
空
虚
感

か
ら
改
め

て
紫

の
上

と

の

一
対
性

を
願

う
が
、

反
対

に
紫

の
上
側

の
女

三
の
宮

へ
の
心
理
的
葛
藤

を
露

呈
し
、

二
人

の
関
係

に
生

じ
た
不
具
合

を
確

認
す
る
結
果

と
な

っ
た
。

こ
の
否
定

さ
れ
た

「
も
ろ
と
も
に
」

は
紫

の
上

の
死
後

に
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
、
残

さ
れ
た
源
氏

は

「
も
ろ
と
も
に
」
を
事
実

の
歪
曲

の
手
段
と

し
て
使

用
し
、

最
終
的

に
幻
巻

の

「も

ろ
と
も
に
」
歌

か
ら
み
て
と

れ
る

よ
う
に
、
源
氏

は
紫

の
上

と
の
虚
構

の

一
対
を
構
築

し
た
。
幻
巻

の

「
も

ろ
と
も

に
」
歌
単
体

で
は
知

り
え
な
か

っ
た
源
氏

の
心

理
的

な
背
景
も
、

源
氏
と
紫

の
上

の

「も

ろ
と
も

に
」

に
注
目
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ
め

て
見

え
て
き

た
。

『
源
氏
物
語
』

中

の

「
も
ろ
と
も

に
」

は
、
源
氏
と
紫

の
上

の
複
雑

な
人
間
関
係
を
知

る
貴
重

な
手
が
か

り
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

〈注

〉

(
1
)
久
保
田
淳

・
馬
場
あ
き
子

『
歌

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

(角
川
書
店

・

平
成

11
年
)

(
2
)
吉

海
直

人

「
『百

人

一
首
』
行

尊

歌

「も

ろ

と
も

に
」
考
」
『解

釈
』

(平
成

20
年

4
月
)

(
3
)
女
流

日
記

の

「も

ろ
と
も

に
」
と

い
う
表
現

に
関
し

て
、
次

の
よ
う
な

研
究
論
文
が
あ
る
。

・
宮
崎
荘
平
氏

「
讚
岐
典
侍
日
記
に

つ
い
て

の
補
遺
」

『
日
本
文
学
始

『
源
氏
物
語
』

「も
ろ
と
も

に
」
考

源

か
ら
現
代

へ
』

(笠
間
書
院

・
昭
和
53
年
9
月
)

・
鈴
木
裕
子
氏

「『蜻
蛉

日
記
』

私
記

上
巻

に
お
け
る

「
も

ろ

と
も

に
」

と

い
う

こ
と

」

『
駒
沢
短
大
国
文
』

(平
成

6
年

3

月
)

・
鈴
木

裕

子
氏

「
『蜻

蛉

日
記
』
私

記

ー

中

・
下
巻

に
お

け
る

「
も
ろ
と
も
に
」

と

い
う

こ
と

i

」

『駒
沢
短
大
国
文
』

(平
成

7

年

3
月
)

・
宮

崎
荘
平

氏

「『蜻

蛉

日
記
』

に
お
け

る

一
体
感

と
喪
失

感

-

再
び

「
も
ろ
と
も
に
」

な

る
語

に
執
し

て
ー

」

『王
朝

日
記

の
新

研
究
』

(笠
間
書
院

・
平
成

7
年

10
月
)

・
塗
木

京
子
氏

「道

綱

の
母

の
心
象

「も

ろ
と
も

に
」

の
意
識

を
め
ぐ

っ
て
ー

」
『岡
大
国
文
論
稿
』

(平
成
12
年
3
月
)

(
4
)

(5
)
注

(3
)
を
参

照
の
こ
と
。

(6
)
『蜻
蛉

日
記
』

の

「も
ろ
と
も

に
」

の
用
例

(全

二
十
五
例
)

の
内
訳

は
次

の
と
お
り

で
あ
る
。

上
巻

の
九
例

の

「
も
ろ

と
も

に
」

の
う
ち
七

例
が
作

者
と
夫

(兼

家
)

の
間

に
用

い
ら
れ

て
い
る
。

上
巻

地

の
文
五
例
/
会
話
文
四
例

中
巻

地

の
文
五
例
/

会
話
文
三
例

下
巻

地

の
文
四
例
/
会
話
文

四
例

(7
)
『宇
津
保
物
語
』

の

「も

ろ
と
も

に
」

は
全
六
十
七
例
。

(8
)
『蜻
蛉

日
記
』
中

で
も
会
話
文

で
は
兼
家
か

ら
作
者

へ
の
使

用
に
限
定

六

三



『源
氏
物
語
』
「
も
ろ
と
も
に
」
考

さ
れ
て
い
る
。

(9
)
な
お
、

「御
琴
を
枕

に
て
、

も
ろ
と
も
に
添

ひ
臥
し

た
ま

へ
り
」

と
い

う
表
現

に
つ
い

て
は
古
く
か
ら
注
釈
書

に
と
ら
れ
て
い
る
他
、
絵

画
化

さ
れ
る
な
ど
注

目
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
近

年
で
は
濱

田
美
穂
氏

が

「光

源
氏
と
玉
鬘

の
関
係

「
も
ろ
と
も

に
」

の
表
現
か
ら

i

」

と

い
う
題
目

で
研
究
発
表

(第
三
七
回
解
釈
学
会
全
国
大

会

・
平
成

17
年

8
月
23
日

・
於
常
葉
学
園
大
学
)
さ
れ

て
い
る
。

(10
)
宮
崎
荘

平
氏

「た
と

え
ば
光
源
氏

と
紫

の
上

「も

ろ
と
も
」
な

る
語

に
執
し

て
ー

」
『
日
本
文
学
』

(昭
和
53
年
12
月
)。
宮
崎

氏
は

「紫

の
上
逝
去
後

の
源
氏

の
追
慕

の
く
だ

り
で
あ

る
が
、
「
千
年
を
も
ろ

六
四

と

も
に

〈以
下
略
〉
」
と
源
氏
に
よ

っ
て
哀
惜
さ
れ

て
い
る

こ
と
、

「も

ろ
と
も

に
老

い
ぬ
る

〈以
下
略
〉」

と
喪
失
感

・
孤
独
感
を
も

っ
て
追

慕

さ
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
を
と
お
し

て
知
ら

れ
る
光
源
氏
と
紫

の

上

の
か
か
わ
り
の
深

さ
、
源
氏

に
と

っ
て
の
紫

の
上

の
存
在

の
重

み
は
、

も

は
や
贅
言
を
要

し
な
い
よ
う
に
思

う
。

そ
し

て
、
源
氏

の
紫

の
上

に

寄

せ
る
哀
惜

・
追
慕

の
念

は
、

「も
ろ
と
も

に
お
き
ゐ
し

〈以
下
略
〉」

の
詠

に
き
わ
ま

っ
て
い
る
と

い

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
」
云

々
と
述

べ
ら

れ
て
い
る
。
本
論

で
は
そ
の
裏

に
源
氏

の
虚
構

・
願
望
を
読

ん
で
み
た

次

第
で
あ
る
。

(本
学
大
学
院
)


