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『
源
氏
物
語

』

の
言
葉

と
文

体

鈴

木

日

出

男

一

紫

の
上

の

「
う

つ
く

し
」
、

「
御

法

」

巻

の

「
あ

は

れ

」

二

「
夕

顔

」

巻

の

「
あ

や

し

」

三

柏
木
物
語

の

「あ
は
れ
」

四

主
要
な
女
君
た
ち
の

「憂
し
」
と

「
人
笑

へ
」

『源
氏
物
語
』
に
は
、
た
と
え
ば
同

一
の
人
物
や
同
類

の
人

物
群
に
特
定

の
言
葉
が

一
貫
し
て
用

い
ら
れ
た
り
、
ま
た
作
品

の
任
意
部
分

に
特
定
の
言
葉
が
集
中
的

に
多
用
さ
れ
た
り
、
と

い
う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
偏

っ
た
用

い
方
が
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
特
定
の
語
が
、
そ
の
語
本
来

の
基
本
的
な
語
感
を
も

と
に
個
々
の
文
脈
の
な
か
で

一
回
的
な
意
味
を
発
揮
す
る
と
と

も
に
、
逆
に
ま
た
、
同

一
の
語
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
物
語
に

有
機
的
な
統

一
性
を
も
た
ら
し
て
も

い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物

語
に
特
有
の
特
徴
的
な
文
体

の

一
つ
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
具
体
的
に
、
紫
の
上
の

「
う
つ
く
し
」
、
「御
法
」

巻
の

「
あ
は
れ
」、
「夕
顔
」
巻

の

「あ

や
し
」
、
柏
木
物
語

の

「あ
は
れ
」、
さ
ら
に
光
源
氏

の
主
要

な
女
君
た
ち
に
共
通
す

る

「憂
し
」
や

「人
笑

へ
」
な
ど
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の

言
葉
を
緊
密
に
ひ
び
き
あ
わ
せ
る
、
こ

の
物
語
に
特
有
な
文
体

の
機
微
に
ふ
れ
た
。



一

い
う

ま
で
も
な
く
物
語
は
、
言
葉
に
よ

っ
て
そ
の
想
像
力
を
飛
翔

さ
せ
、
言
葉
に
よ

っ
て
作
品
の
具
体
化
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
、

こ
こ
で
の
言
葉
は
と
り
わ
け
緊
密
な
脈
絡
を

つ
く
り
出
そ
う

と
す
る
。
特

に

『源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
巨
大
な
古
典
作
品
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
言
葉
の
緊
密
に
ひ
び
き
あ
う
強
固
な
文
体
を
形
成
し

て
い
る
。
そ
の
固
有
の
脈
絡
を
形
成
し
て
い
る
言
葉
の

一
つ

一
つ
を

解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
作
業
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
品
解
釈
の
第

一
歩

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

作
品
形
成
の
た
め
の
言
葉
の
緊
密
な
ひ
び
き
あ

い
と
は
、
ど
う
い

う
も
の
か
。
た
と
え
ば
、
作
中
人
物

の
造
型
方
法

の

一
つ
と
し
て
、

あ
る
人
物
に
、
あ
る
特
定

の
語
が
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
、
そ
の
語
が

そ
の
人
物
の
特
徴

に
な
る
と
い
う
の
も
、
そ
の

一
例

に
な
る
。
こ
こ

で
は
、
紫
の
上
の
造
型
に
関
わ
る
形
容
語
を

一
暼
し
て
お
こ
う
。
こ

の
紫

の
上
は
、
十
歳
の
少
女
と
し
て

「
若
紫
」
巻
に
登
場
し
て
源
氏

に
垣
間

見
ら
れ
て
以
来
、
四
十
三
歳
で
死
を
迎
え
る

「
御
法
」
巻

に

い
た
る

ま
で
、

一
貫
し
て

「う

つ
く
し
」
「
ら
う
た
し
」
の
語

に
よ

っ
て
語

ら
れ
て

い
る
。
「御
法
」
巻

で
は
、
死

の
直
前

の
容
姿

を

　　
　

「
限

り

な

く

ら

う

た

げ

」

(五

〇

四

頁

)

と

語

り

、

そ

の

死

顔

を

「
つ
や

つ
や

と

う

つ
く

し
げ

」

(
五

〇

九

頁

)

と

絶

賛

し

て

い

る
。

周

知

の

よ

う

に

古

語

一
般

と

し

て

は

、

「
う

つ
く

し
」

を

「
か

わ

い

い
」
、
「
ら
う
た
し
」
を

「可
憐
だ
」
ぐ
ら
い
に
解
す
る
の
が
普
通
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
現
代
語
訳
だ
け
で
は
右
の
最
晩
年
の
紫

の

上
の
美
質
を
と
う
て
い
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
い
い
ち
、

初
老
の
婦
人
を
か
わ
い
い
と
か
、
可
憐
だ
と

か
い
う
の
は
不
自
然
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
原
典
の
現
代
語
訳
、
ひ
い
て
は
外
国
語

へ
の
翻
訳

の
問
題
と
も
関
わ

っ
て
い
よ
う
。
こ
の
場
合

、
何
よ
り
も
、
物
語
が

紫
の
上
に

「う

つ
く
し
」
「
ら
う
た
し
」

の
語
を

一
貫
し
て
用

い
て

い
る
必
然
性
を
お
さ
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆

に
そ
の
文
脈
上
の

一
回

的
な
意
味
を
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
あ
る
語
が
作
品
の
あ
る
部
分
に
集
中
し
て
用

い
ら
れ
る
と

い
う
の
も
、
こ
の
物
語
の
文
体

の
特
徴
の

一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

そ
の

一
例
と
し
て
、
「
あ
は
れ
」
の
語

の
集
中
す
る

「御
法
」
巻

の

場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
冒
頭
近
く
、

死
期
の
近
き
を
直
感
す

る
紫

の
上
は
、
多
年

に
わ
た
る
源
氏
と
の
縁

を
絶

つ
と
な
れ
ば
彼
を

ど
ん
な
に
悲
嘆
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
を
想
像
し
て
、
「御
心
の
中

に
も
も
の
あ
は
れ

に
」
(四
九
三
頁
)
思
う
、
と
あ
る
。
ま
た
、
法

華
経
千
部
供
養
の
豪
華
な
法
会

の
な
か
に
あ

り
な
が
ら
も
、
「残
り

す
く
な
し
と
身
を
思
し
た
る
御
心
の
中

に
は
、
よ
う
つ
の
こ
と
あ
は

れ
」

(四
九
八
頁
)
だ
と
思
う
。
そ
の
翌
朝

、
近
づ
く
自
ら
の
死
を

「ま
つ
我
独
り
行
く
方
知
ら
ず
な
り
な
む
」

と
思

い
、
「
い
み
じ
う

あ
は
れ
」
(四
九
九
頁
)
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
源

氏
と
明
石
中
宮

に
見
舞
わ
れ
る
場
面
で
は
、

い
よ

い
よ
最
期
の
時
だ
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と
思
う
気
持
か
ら
、
「あ
は
れ
」
と
感
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
お
く
と

見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
乱
る
る
萩
の
上
露
」
(五

〇
五
頁

)
の
歌
を
詠
み
か
け
て
し
ま
う
。

「御

法
」
巻
に
多
用
さ
れ
る

「あ
は
れ
」

の
語
の
数
々
は
、
死
を

迎
え
よ
う
と
す
る
紫
の
上
の
多
様
な
感
動
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。

文
脈
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
で
は
、
情
愛
、
執
着
、
法
悦
、
悲
嘆
、
絶
望

な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
感
情
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ

ら
が

「
あ
は
れ
」

の

一
語
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
死

に
向
か
う
紫
の
上

の
物
語
を
、
有
機
的
で
統

一
あ
る
脈
絡
と
し
て
跡

づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
多
用
さ
れ
る

「あ
は
れ
」
の
語
が
、

た
が
い
に
照
応
し
あ

っ
て
、
固
有
の
脈
絡
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紫
の
上

の
末
期
の
目
が
と
ら
え
る
諸
事

へ
の
感

懐
で
あ
る
と

い
っ
て
も
よ

い
。
源
氏
と
対
す
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
も
、
室
内
の
装
飾
も
外
界
の
光
景
も
、
何
も

か
も
が
悲
し
く
は
か
な
く
映
じ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
紫

の
上
の
造
型
に
は

一
貫
し
て

「う

つ

く
し
」

な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
た
り
、
ま
た

「御
法
」
巻
に
は

「
あ

は
れ
」

の
語
が
集
中
的
に
用

い
ら
れ
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
、
し
ば

し
ば
そ

の
用
法

に
は
偏
向
的
な
傾
向
も
み
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
現
代

人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
同

一
語
句
の
繰
り
返
し
は
悪
文
の
証

の
よ

う
に
も

み
え
る
が
、
こ
の
場
合
、
け

っ
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
繰
り

返
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

一
回

一
回
が
た
が
い
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
画
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え

っ
て

一
回
的
な
独
自
性
が
確
保
さ
れ
て
も
く
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
言
葉
が
、
基
本
的
な
語
感
を
も
と
に
、
多
様

な
意
味
な
り

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
発
揮
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
る
作
品
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
の
問
題

に
即
し
て
い

え
ば
、
個
々
の
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

一

回
性
を
発
揮
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
特
定

の
言
葉
が
同

一

作
品
内
を
ど
の
よ
う
に
貫
き
通

っ
て
い
る
か
、
な
ど
の
問
題
と
し
て

引
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
が

一
回
的
な
文
体

と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
、
そ
の
文
体

の
あ
り
よ
う
を
明
か
す
と
い

う
意
味
で
の
解
釈
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。

二

こ
こ
で
は
具
体
例

の

一
つ
と
し
て
、
「夕

顔
」
巻

の
、
女
主
人
公

夕
顔

の
死
に
い
た
る
ま
で
の
話
に
、
「あ
や
し
」
の
語
が
集
中
的
に

多
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た

い
。

こ
の
話
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

身
分
低

い
者
た
ち
の
住
ん
で
い
る
京
五
条

の
、
夕
顔

の
花
の
咲
く
宿

の
女
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
源
氏
が
、
や
が

て
交
渉
を
も
ち
は
じ
め

る
が
女
は
け

っ
し
て
素
性
を
明
か
そ
う
と
し
な

い
、
源
氏
が
彼
女
を

荒
廃
し
か
け
た
某
の
院

に
連
れ
出
し
た
と
こ
ろ
、
深
夜
物
の
怪
に
襲

わ
れ
て
女
が
と
り
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
、
と

い
う
経
緯
に
な

っ
て
い

る
。
男
も
女
も
自
ら
の
素
姓
を
明
か
さ
な
い
ま
ま
女
が
急
死
し
て
し
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ま
う
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
か
に
も
サ
ス
ペ
ン
ス
ふ
う

で
あ
る
。

こ
こ
で
多
用
さ
れ
る

「あ
や
し
」
の
語
は
、
い
わ
ゆ
る
多
義
的
な

言
葉
の
典
型
の
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
原
義
と
し
て
は
、
お

や
と
感

じ
ら
れ
る
異
常
な
も
の
に
対
し
て
、
「あ
や
」
と
声
を
発
し

た
い
気
持
を
い
う
言
葉
と
し
て
の
統

一
性
が
あ
る
。
そ
の
原
義
を
も

と
に
、
特
異

・
不
思
議

・
奇
怪

の
意

の
ほ
か
に
、
身
分
卑
し
い
、
み

す
ぼ
ら

し
い
、
粗
末
だ
、
な
ど
と
、
そ
の
意
味
は
多
岐
に
わ
た

っ
て

い
る
。

夕
顔

の
女
の
死

に
い
た
る
ま

で
の
物
語

に
、
こ
の

「
あ
や

し
」
の
語
が
、
約
三
十
箇
所
の
多
く
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
か
ら
次

に
六
例
を
揚
げ

る
が
、
文
脈
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
意
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

ω

(随
身
)
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

花

の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ

り

け
る
」
と
申
す
。
げ
に
い
と
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
わ
た
り
の
、
こ
の
面
か
の
面
あ
や
し
く
う
ち
よ
う
ぼ
ひ
て
、

む

ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど
に
這
ひ
ま

つ
は
れ
た
る
を
、

(源
氏
)
「
口
惜
し
の
花

の
契
り
や
、

一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
」

と

の
た
ま

へ
ば
、
こ
の
押
し
上
げ
た
る
門

に
入
り
て
折
る
。

(
一
三
六
頁
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

②
女

も
、
い
と
あ
や
し
く
心
得
ぬ
心
地

の
み
し
て
、
(源
氏

の
)

御
使
に
人
を
添
え
、
暁
の
道
を
う
か
が
は
せ
、
御
あ
り
処
見
せ

む
と
尋
ぬ
れ
ど
、
そ
こ
は
か
と
な
く
ま
ど
は
し
つ
つ
、
さ
す
が

に
あ
は
れ
に
、
見
で
は
え
あ
る
ま
じ
く

こ
の
人

の
御
心
に
懸
け

た
れ
ば
、
便
な
く
軽
々
し
き
こ
と
と
思
ほ
し
返
し
わ
び

つ
つ
い

と
し
ば
し
ば
お
は
し
ま
す
。

(
一
五
二
頁
)

㈹
か
か
る
筋
は
、
ま
め
人
の
乱
る
る
を
り
も
あ
る
を
、

い
と
め
や

す
く
し
づ
め
た
ま
ひ
て
、
人
の
咎
め
き

こ
ゆ
べ
き
ふ
る
ま
ひ
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

た

ま

は

ざ

り

つ
る

を

、

(
源

氏

は

)

あ

や

し

き

ま

で

、

今

朝

の

ほ

ど

昼

間

の
隔

て

も

お
ぼ

つ
か

な

く

な

ど

思

ひ

わ

づ

ら

は

れ

た

ま

へ
ば

、

…

…

(
一
五

二
頁

)

ω

..

...

.
(
女

の
)

罪

ゆ

る

さ

れ

て

ぞ
見

え

け

る
。

ご

ほ

ご

ほ

と
鳴

神

よ

り

も

お

ど

ろ

お

ど

う

し

く

、

踏

み

と

ど

ろ

か

す
唐

臼

の
音

も

枕

上

と

お

ぼ

ゆ

る
、

あ

な

耳

か

し

が

ま

し

と

こ

れ

に
ぞ

(源

氏

は

)

思

さ

る

る
。

何

の
響

き

と

も

聞

き

入

れ

た

ま

は

ず

、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(源
氏
は
)
い
と
あ
や
し
う
め
ざ
ま
し
き
音
な
ひ
と
の
み
聞
き

た
ま
ふ
。

(
一
五
六
頁
)

⑤
内
裏

(桐
壷
帝
)
に
い
か
に
求
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん
を
、
い
つ

ヘ

ヘ

へ

こ
に
尋
ぬ
ら
ん
と

(源
氏
は
)
思
し
や
り
て
、
か
つ
は
あ
や
し

の
心
や
、
六
条
わ
た
り
に
も
い
か
に
思

ひ
乱
れ
た
ま
ふ
ら
ん
、

恨
み
ら
れ
ん
に
苦
し
う
こ
と
わ
り
な
り
と
、

い
と
ほ
し
き
筋
は

ま
つ
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

(
一
五
六
頁
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑥
こ
の
男
を
召
し
て
、

(源
氏
)
「
こ
こ
に
、
い
と
あ
や
し
う
、
物

に
襲
は
れ
た
る
人
の
な
や
ま
し
げ
な
る
を
、
た
だ
今
惟
光
朝
臣

体文と葉言6̀誦物氏鱇7



の
宿
る
所
に
ま
か
り
て
、
急
ぎ
参
る
べ
き
よ
し
言

へ
と
仰
せ
よ
。

......

(
1
六
八
頁
)

ω
は
、
源
氏
が
小
家
の
多

い
五
条
界
隈

の
、
夕
顔
の
花
の
咲
く
宿

を
は
じ
め
て
目
に
し
た
折
の
叙
述
で
あ
る
。
前
者
の

「
あ
や
し
き
垣

根
」
と
は
み
す
ぼ
ら
し
い
垣
根
、
後
者
の

「
あ
や
し
く
う
ち
よ
う
ぼ

ひ
て
」

は
み
す
ぼ
ら
し
く
崩
れ
か
か
っ
て
い
る
軒
先
の
さ
ま
。

い
ず

れ
も
、
身
分
卑
し
い
者
た
ち
の
貧
相
な
住
ま
い
を
さ
す
。
随
身
が
、

こ
の
白

い
花
は
卑
し
い
場
所
に
咲
く
夕
顔
だ
、
と
言
う
と
、
そ
れ
を

は
じ
め
て
知

っ
た
源
氏
は
納
得
し
な
が
ら
、
情
け
な

い
花

の
運
命
よ
、

と
応
ず

る
。
右
の

「
あ
や
し
」
は
、
高
貴
の
人
に
は
縁
遠

い
存
在
で

あ
り
、
情
な
い
花
と
も
思
わ
れ
る
夕
顔
の
花
と
同
様
に
、
こ
の
あ
た

り
の
小
家
が
ち
の
環
境

に
対
し
て
卑
賤
な
み
す
ぼ
ら
さ
だ
と
思
う
気

持
を

い

つ
て
い
る
。

②
は
、
源
氏
が

つ
い
に
夕
顔
の
も
と
に
忍
び
通
う
よ
う
に
な

っ
た

こ
ろ
。

二
人
は
自
ら
の
素
姓
を
明
か
さ
ぬ
ま
ま
逢
瀬
を
繰
り
返
し
た
。

女
も
男

の
態
度
を

「
あ
や
し
」
と
思
う
。
ま

っ
た
く
不
思
議

で
合
点

の
ゆ
か
ぬ
思
い
か
ら
、
使
者
の
あ
と
を

つ
け
さ
せ
た
り
、
源
氏
自
身

の
帰
り
の
道
筋
を
探
ら
せ
た
り
も
す
る
が
、
ま
る
で
正
体
が

つ
か
め

な
い
。
後
続
の
叙
述

に
は

「昔
あ
り
け
ん
物

の
変
化
め
き
て
」
と
も

あ
り
、
男
が
女
の
も
と
に
夜
な
夜
な
現
れ
て
は
夜
明
け
と
と
も
に
姿

を
く
ら
ま
す
と

い
う
、
あ
の
三
輪
山
神
話
を
も
思
わ
せ
る
趣
で
あ
る
。

こ
の

「
あ
や
し
」
は
怪
異
的
な
不
思
議
さ
を
思
う
気
持
で
あ
る
。

㈹
は
、
②
に
直
接
的
連
な
る
叙
述
で
、
源
氏
が
夕
顔

へ
の
異
様
な

恋
着
ぶ
り
を
自
分
な
が
ら

「あ
や
し
」
と
顧

み
て
い
る
。
い
ま
し
が

た
女
と
別
れ
て
き
た
ば
か
り
の
朝
の
問
も
、
ま
た
間
も
な
く
夕
方
に

な

っ
て
逢
え
る
と
い
う
昼
の
問
も
、
気
が
気

で
な
く
待
ち
遠
し

い
と

い
う
の
だ
か
ら
、
異
様
と
し
か
い
え
な
い
耽
溺
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
こ
の
恋
着
を
、
自
ら

「
あ
や
し
」
と
思

う
ほ
か
な
い
、
恋
の
力
の
不
思
議
さ
が
自
覚

さ
れ
て
い
る
。

ω
は
、
中
秋
の
夜
、
源
氏
が
夕
顔
の
宿

で
過
ご
し
た
折

の
こ
と
。

手
狭
な
住
ま
い
な
の
で
、
近
隣
の
生
活

の
物

音
は
も
ち
ろ
ん
隣
人
の

話
し
声
ま
で
が
筒
抜
け
に
聞
こ
え
て
く
る
。
高
貴
な
源
氏
に
は
耳
う

る
さ
く
何

の
物
音
か
も
わ
か
ら
ず
、
異
様
な

か
し
が
ま
し
さ
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
い
と
あ
や
し
う
め
ざ
ま
し
き
音
な
ひ
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
異
様

な
ま
で
に
う
る
さ
い
物
音

の
意
で
あ
る
。
し

か
し
女
に
耽
溺
す
る
源

氏
は
、
右
の
冒
頭
に

「
…
…
罪
ゆ
る
さ
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼

女
が
な
ま
じ
こ
れ
を
恥
ず
か
し
が
る
よ
り
も
、
か
え

っ
て
女
と
し
て

難
が
な
い
と
も
思
う
。

⑤
は
、
源
氏
が
そ
の
ま
ま
夕
顔
を
某

の
院

に
連
れ
出
し
て
、
自
分

の
人
知
れ
ぬ
異
様
な
行
動
を
顧
み
る
叙
述
で
あ
る
。
今
ご
ろ
桐
壷
帝

が
心
配
し
て
、
こ
の
自
分
の
行
方
を
使
者

に
捜
さ
せ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
、
あ
る
い
は
ま
た
、
六
条
御
息
所
に
は
夜
離
れ
が
ど
ん
な
に
恨

ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
も
無
理
か

か
ら
ぬ
不
憫
さ
だ
、
と

思
う
。
そ
の
よ
う
な
自
分
を
自
ら

「
か
つ
は
あ
や
し
の
心
や
」
と
す

　



る
。
女

に
溺
れ
な
が
ら
も

一
方
で
は
、
わ
れ
な
が
ら
合
点
の
ゆ
か
ぬ

心
だ
、
と
思
う

の
で
あ
る
。
抑
制
を
き
か
な
く
さ
せ
る
恋
の
力

の
不

思
議
さ
を
、
こ
の

「あ
や
し
」
の
語
が
言

い
表
し
て
い
る
。

⑥
は
、
そ
の
某

の
院
で
深
夜
、
女
が

に
わ
か
に
物

の
怪
に
襲
わ
れ

て
急
死
し
て
し
ま
う
、
そ
の
直
後
源
氏
が
瀧

口
の
男

に
言

っ
た
言
葉

で
あ
る
。
こ
の

「あ
や
し
」
は
、
物
の
怪

に
襲
わ
れ
る
と
い
う
無
気

味
な
奇
怪
さ
を

い
う
。

以
上
、
①
～
㈲

の

「あ
や
し
」
は
、
そ
の
基
本
的
な
語
感
に
も
と

づ
き
な
が
ら
も
、
個

々
の
文
脈
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
身

分
卑
し

い
、
み
す
ぼ
ら
し

い
、
不
思
議
だ
、
奇
怪
だ
、
な
ど
多
様
な

意
味
や

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「夕

顔
」
巻
に
こ
の
よ
う
に

「あ
や
し
」

の
語
が
集
中
的
に
用

い

ら
れ
て

い
る
点
に
つ
い
て
、
早
く
か
ら
注
目
し
た
の
は
幕
末
期
の
萩

原
広
道

の

『源
氏
物
語
評
釈
』
で
あ

っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の

『評
釈
』
は
、
『源
氏
物
語
』

の
文
章

・
文
体
の
独
自
性

に
着
目
し

な
が
ら
作
品
批
評
を
試
み
た
点

に
お
い
て
、
註
釈
史
上
の
画
期
的
な

業
績

で
あ

っ
た
。
「夕
顔
」
巻
の

「あ
や
し
」
と
い
う
語

の
す
べ
て

に
◎
印

を
付
け
て

「心
を

つ
け
て
味
ひ
見
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
広

道
は
、

こ
の
よ
う

に
繰
り
返
さ
れ
る
言
葉
を

「語
脈
」
と
呼
ん
で
、

そ
の
分

析
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
こ
の

「語
脈
」
と
い
う
術
語
に
つ

い
て
は
、
「文
脈
」
と
あ
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

文

脈
と
は
つ
ら
ね
も
て
ゆ
く
文
章
の
す
ぢ
を

い
ひ
、
語
脈
は
語

の
か

〉
り
ゆ
く
す
ぢ
を

い
ふ
。
此
ノ
す
ち
の
続
き
て
、
事

の
意

チ
スヂ

ミ
ノ
ウ
チ

を
貫
き
通
す
こ
と
、
人
ノ
身
に
脈
あ
り

て
、
体
中
を
貫
き
通
れ

ス

ヂ

る
が
ご
と
し
、
又
伏
線
の
条
理
を
、
脈

と
い
ひ
た
る
所
も
あ
れ

ry
i
¥
/

ど
、
そ
は
別
事
也
。

「語

の
〉
か
り
ゆ
く
す
ぢ
」
と
は

「語
脈
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

作
品
展
開

の
な
か
で
特
定
の
共
通
の
語
が
ど

の
よ
う
に

「語
脈
」
と

し
て
貫
き
通

っ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
文
体
上

き
わ
め
て
重
要
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
文
脈
で
そ
れ
ぞ
れ

一
回
的
な
意
味
や

ニ
ュ

ア
ン
ス
が
異
な
る
と
い
う
現
象
に
だ
け
着
目
す
る
の
で
は
、
こ
の
問

題
は
見
え
て
こ
な
く
な
る
。
こ
こ
で
は
む
し

ろ
、
「
あ
や
し
」
の
語

の
多
義
性
を
逆
用
す
る
か
た
ち
で
、
卑
賤
、
不
可
思
議

・
怪
奇
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を

「
あ
や
し
」
の

一
語
で
お
さ
え
、
そ
れ
に
よ

っ

て
統

一
あ
る
世
界
を
造
成
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
何
よ
り
も
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

高
貴
な
源
氏
が
、
卑
賤
ゆ
え
に
得
体

の
知
れ
ぬ
生
活
を
目
の
あ
た

り
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
ご
ろ
身
近
か
な
高
貴
さ
と
は
異
な
る
非

日
常
的
な
世
界
に
接
し
つ
つ
、
や
が
て
未
知

の
階
層
の
女
と
の
恋
に

耽
溺
し
て
い
く
。
源
氏
が
そ
の
恋
の
魅
惑

の
不
可
思
議
さ
を
思
う

一

へ

ん
げ

方
で
は
、
他
方
の
夕
顔
の
女
が
こ
の
貴
人
と

の
恋
を
変
化
の
し
わ
ざ

か
と
さ
え
思
う
。
そ
し
て
、
某
の
院
で
の
怪
死
事
件

へ
と
続
く
。

一

連
の

「
あ
や
し
」
と
い
う
語
は
、
そ
の
よ
う

に
漸
層
的

に
度
合
を
強

め
て
い
く
物
語
の
経
緯
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
単
に
同

一
の
語
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彙
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
彙
を

一

回

一
回
多
様
に
変
容
し
な
が
ら
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
物
語
の

主
題
が
支
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
語
が
そ
れ
じ

た
い
意
味
や

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
も
、
同

一
語
と
し

て
物
語

の
展
開

に
貫
き
通

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三

同

一
の
語
が
物
語
の
任
意
部
分
に
集
中
す
る
例
を
、
も
う

一
つ
揚

げ
よ
う
。
柏
木
が
女
三
の
宮

に
多
年
恋
慕
し

つ
づ
け
、

つ
い
に
密
通

を
犯
し
、
や
が
て
惑
乱
を
強
め
て
死
に
お
も
む
く
と
い
う
物
語
に
、

「あ
は
れ
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
そ
の
物
語
は
、
次

の
よ
う
な
例
文
で
は
じ
ま
る
。

ω

(柏

木
自
身

が
)
思

ふ
こ
と
と
も
聞

こ
え
知
ら

せ
ば
、
(宮

ひ
と
く
だ
り

ヘ

へ

が
)

一
行

の
御
返
り
な
ど
も
や
見
せ
た
ま
ふ
、

(宮
が
)
あ
は

へれ
と
や
思
し
知
る
と
そ
思
ひ
け
る
。

(若
菜
下

・
二
二
二
頁
)

②

(宮
が
)
わ
な
な
き
た
ま
ふ
さ
ま
、
水

の
や
う
に
あ
せ
も
流
れ

ヘ

ヘ

へ

て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
気
色
、
い
と
あ
は
れ
に
ら
う
た

げ

な
り
。

(同

・
二
二
四
頁
)

⑧

(柏
木
の
宮

へ
の
言
葉
)
「…
…

い
と
心
憂
く
て
、
な
か
な
か

ヘ

ヘ

へ

ひ
た
ぶ
る
な
る
心
も
こ
そ
つ
き
は
べ
れ
。
あ
は
れ
と
だ
に
の
た

ま
は
せ
ば
、
そ
れ
を
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
で
な
む
」
…
…

(同

・
二
二
五
頁
)

ω
は
、
密
通
直
前
の
柏
木
の
想
像
で
、
こ
ち
ら
の
多
年

い
だ
き
つ
づ

け
て
き
た
心
の
底
を
訴
え
た
な
ら
、
相
手
の
宮
も

「あ
は
れ
」
と
感

動
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
し
て
い
る
。
②
は
つ
い
に
密
通
に
お

よ
ん
だ
、
そ
の
さ
な
か
。
は
じ
め
て
目
の
あ
た
り
に
し
た
女
三
の
宮

の
動
転
す
る
さ
ま
が
、
「
あ
は
れ
に
ら
う
た
げ
」
に
う

つ
る
。
㈹
も

同
じ
く
密
通
の
さ
な
か
、
柏
木
が
宮

に
哀
訴
す
る
言
葉
で
あ
る
。
宮

が
自
分
に
対
し
て
、
せ
め
て

「あ
は
れ
」
と
共
感
し
て
言
葉
を
か
け

て
く
れ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「
あ
は
れ
と
だ

に
の
た
ま
は
せ

ば
」
は
、
柏
木
の
宮
に
対
す
る
決
ま
り
文
句

と
し
て
、
後
続
の
叙
述

に
繰
り
返
さ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の

「
あ
は
れ
」
の
語
も
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
が
き
わ
め
て
多
義

的
で
あ
る
。
多
様
な
文
脈
の
な
か
で
、
情
愛
、
感
嘆
、
共
感
、
憐
憫
、

悲
傷
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
で
用

い
ら
れ
る
。
し
か
し
基
本
的
な
語

感
と
し
て
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
、
人

の
心
を
揺
る
が
す
感
動
、

ぐ
ら
の
語
感
と
し
て
共
通
し
て
い
る
。
も
と
も
と

「
あ

・
は
れ
」
の

語
構
成
に
よ
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
よ
う

に
、
心

の
底

か
ら
発
せ

ら
れ
る
感
嘆
の
声
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

柏
木
の
物
語
に
多
用
さ
れ
る

「あ
は
れ
」

の
語
も
、
右
の
よ
う
な

基
本
的
な
語
感
を
も
と
に
個
別
的
な
文
脈
の
な
か
で
多
様

の
具
体
的

な
感
情
を
区
別
し
、
し
か
も
そ
の
同

一
の
語

に
よ
っ
て
物
語
の
主
題

を
統

一
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

い
。
さ
ら
に
、
こ
の

場
合
の

「
あ
は
れ
」

の
語

に
は
、
次

の
和
歌
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

　　



単
な
る
引
歌
以
上
に
、
こ
れ
が
物
語
の
発
想
と
表
現
を
積
極
的
に
支

え
て
い
る
。

あ

は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
思
ほ
え
で
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り

ぬ

べ
き
か
な

(拾
遺

・
恋
五

藤
原
伊
尹
)

相
手
の
女

か
ら
顧
み
ら
れ
な

い
恨

み
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
男
は
女

に
、
「あ

は
れ
」
と
共
感
の
情
を
か
け
て
ほ
し
い
と
願
う
が
、
そ
れ

さ
え
叶

わ
ぬ
と
見
て
と

っ
て
、
「身
の
い
た
づ
ら
」
を
思
う
。
「身
の

い
た
づ

ら
」
と
は
無
駄
な
死
を
意
味
し
、
特

に
恋
歌
で
は
、
悲
し
ん

で
く
れ
る
相
手
も
な
く
自
分
ひ
と
り
だ
け
が
相
手
に

一
方
的
に
恋
こ

が
れ
て
無
為

に
死
ぬ
こ
と
を

い
う

の
で
あ
る
。

一
方

で
は

「
あ
は

れ
」
を
繰
り
返
し
訴
え

つ
づ
け
る
柏
木
は
、
他
方
で
は
そ
れ
の
叶
わ

ぬ
た
め

の

「身
の
い
た
づ
ら
」
を
思
う
。
こ
の
伊
尹
の

「
あ
は
れ
と

も
…
…
」

の
歌
が
、
彼
の
心
情

の
動
き
の
根
拠

に
さ
え
な

っ
て
い
る

趣
で
あ

る
。
「あ
は
れ
」
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
引
歌
を

　　
　

含
ん
で

の
そ
れ
で
あ
る
。

や
が

て
二
人
の
密
通
が
源
氏

の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
れ
と
知

っ
た
柏

木
は
懊
悩

の
あ
ま
り
病
床

の
人
と
な

っ
た
。
「柏
木
」
巻
は
、

そ
う
し
た
柏
木
の
、
自
分
の
前
途

に
は
死
以
外
に
な

い
こ
と
を
思
う

長
大
な
心
内
語
で
開
始
さ
れ
る
。
そ
の

一
節
で
あ
る
。

ω
か
く
人
に
も
す
こ
し
う
ち
偲
ば
れ
ぬ
べ
き
ほ
ど
に
て
、
な
げ
の

ヘ

ヘ

へ

あ

は

れ

と

も

か

け

た

ま

ふ

人

あ

ら

む

を

こ

そ

は
、

一

つ
思

ひ

に

燃

え

ぬ

る

し

る

し

に

は

せ

め

、

…

…

よ

う

つ

の

こ

と

、

い

ま

は

の
と
ち
め
に
は
、
み
な
消
え
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
、
ま
た
異
ざ
ま

の
過
ち
し
な
け
れ
ば
、
年
ご
ろ
も
の
の
を
り
ふ
し
ご
と
に
は
、

ヘ

ヘ

へ

ま
つ
は
し
な
ら
ひ
た
ま
ひ
に
し
方
の
あ
は
れ
も
出
で
来
な
ん
、

......

(柏
木

・
二
九
〇
頁
)

こ
の

一
読
き
の
心
内
語
で
は
、
自
分
が
強

い
て
生
き
長
ら
え
た
と
し

て
も
、
密
通

の
噂
が
広
ま

っ
て
自
滅
す
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
考

え
る
こ
と
う
か
ら
、
む
し
ろ
今

こ
そ
自
ら
の
内
に
死
を
招
き
入
れ
よ

う
と
す
る
。
右
の
引
用
に
し
た
が
え
ば
、
今

現
在
死
を
迎
え
る
の
な

ヘ

ヘ

へ

ら
ば
、
「な
げ

の
あ
は
れ
」
を
も
か
け
て
く

れ
そ
う
な
女
三
の
宮

へ

の
恋
に
殉
ず
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
、
自
分
を
無
礼
な
者
と
思

っ
て
い
る
源
氏
も
や
が
て
は
許
し
て
く
れ
る

に
ち
が

い
な
く
、
年
来

の

「あ
は
れ
」
も
回
復
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
死
を
前
提

に
そ
の
絶
好

の
時
機
を
選
ん
で
い
る

か
の
よ
う
な
趣

で
も
あ
る
が
、
注
意
す

べ
き
は
、
女
三
の
宮
と
の
関

係
も
源
氏
と
の
関
係
も
同
じ
く

「あ
は
れ
」

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
二
人
と
の
関
係
を
同
質
の
も

の
の
よ
う
に
、
と
も
に

「あ
は
れ
」
と
受
け
と
め
る
と
こ
ろ
に
、
柏

木
の
甘
え
と
し
か
い
い

よ
う
も
な
い
心
が
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
、

こ
の
あ
た
り
の

「あ

は

れ
」
に
は
、
現
世
的
な
る
も
の
に
執
着
せ
ざ

る
を
え
な

い
愛
憐

の
情

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
現
世

へ
の
断
念
を
通
し
て
来
世

へ
の
救
済
を
願

う
道
心
な
ど
と
は
、
ま
さ
に
対
極
的
な
心
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。

柏
木
の
死
が
迫

っ
て
く
る
に
し
た
が

っ
て
、
こ
う
し
た
愛
憐
の
情
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は
つ
の
る

一
方
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
最
期
の
贈
答
歌
が
と
り
交
さ

れ
る
に
及
ん
で
、
次

の
よ
う
な
柏
木
の

「
あ
は
れ
」
が
繰
り
返
さ
れ

る
。

ヘ

ヘ

へ

⑤

(柏
木
)
「
…
…
あ
は
れ
と
だ

に
の
た
ま
は
せ
よ
。
人
よ
り
な

ら
ぬ
闇
に
ま
ど
は
む
道
の
光
に
も
し
は
べ
ら
む
」
と
聞
こ
え
た

ま
ふ
。

(柏
木

・
二
九

一
頁
)

ヘ

ヘ

へ

⑥

(
女
三
の
宮

の
返
歌
を
、
柏
木
は
)
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し

と
思
ふ
。

(同

・
二
九
六
頁
)

ω

(柏
木
)
「…
…
夕
は
わ
き
て
な
が
め
さ
せ
た
ま

へ
。
咎
め
き

こ
え
さ
せ
た
ま
は
む
人
目
を
も
、
今
は
心
や
す
く
思
し
な
り
て
、

ヘ

ヘ

へ

か
ひ
な
き
あ
は
れ
を
だ
に
も
絶
え
ず
か
け
さ
せ
た
ま

へ
」
な
ど

書

き
乱
り
て
、
…
…

(同

・
二
九
七
頁
)

⑤
は
、
柏
木
か
ら
の
贈
歌
に
書

き
添
え
ら
れ
た
言
葉
。
「
あ
は
れ
と

だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
は
、
密
会
以
来
繰
り
返
さ
れ
た
、
共
感
を
求

め
よ
う

と
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て

「闇

に
ま
ど
は
む
」
は
、
死

後
の
救

わ
れ
が
た

い
迷
妄
、
仏
教
的
に
は
無
明
長
夜
の
闇
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
柏
木
は
、
女
三
の
宮
と
の
共
感
こ
そ
が
そ
の
煩
悩

の
闇
か

ら
の
救
済
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
前
記
し

た
よ
う

に
、
仏
教
的
な
救
済
と
は
ほ
ど
遠

い
絶
望
的
な
迷
妄

で
あ
る

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

㈲
は
、
柏
木
が
内
心
期
待
で
き
な
い
と
も
思

っ
て
い
た
女
三
の
宮

の
返
歌

を
得

て
の
、
彼

の
う
れ
し
い
感
動
を
語

っ
て
い
る
。
彼
女
と

共
感
し
え
た
と
い
う
感
動
で
あ
る
。

ω
は
、
女
三
の
宮
の
返
歌
に
、
さ
ら
に
返
歌
を
詠
ん
だ
柏
木

の
添

え
書
で
あ
る
。
は
じ
め
に
あ
る

「夕
」
は
、
歌
言
葉
と
し
て
、
恋
人

を
思
う
時
間
帯
を
さ
す
。
夕
刻
に
な

っ
た
ら
自
分
を
思
い
起
こ
し
て

ほ
し
い
と
い
う
の
は
、
逢
瀬
以
来
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

「あ
は
れ
と

だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
同
じ
発
想

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
を
繰

り
返
し
て
い
る
。
自
が
死
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
は

「
あ
は
れ
」
も
い

か
に

「
か
ひ
な
き
」
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
な
が
ら
も
、

「あ
は
れ
を
だ
に
も
絶
え
ず
」
か
け
て
く
れ

と
哀
訴
す
る
。
矛
盾
を

矛
盾
と
知
り
つ
つ
も
訴
え
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
に
、
柏
木

の

絶
望
的
な
愛
憐
の
情
念
が
あ
る
。
物
語
は
柏
木
と
い
う
人
物
を
、
む

ご
う

し
ろ
、
彼
自
身
の
意
識
を
超
え
て
、
人
間
の
恐
る
べ
き
業
と
し
て
語

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

物
語
は
こ
こ
で
も
、
同

一
の
語
を
さ
ま
ざ
ま
に
用

い
な
が
ら
も
、

そ
れ
で
い
て
同
じ
語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
の
展
開
を
統

一
的
に

秩
序
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
物
語
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の

き
わ
め
て
独
自
な
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

最
後
に
も
う

一
つ
、
や
は
り
長
編
物
語
と
し
て
の
根
幹
に
関
わ
っ

て
い
る
、
と
み
ら
れ
る
例

に
ふ
れ
て
お
き
た

い
。
そ
の
生
涯
に
わ
た

っ
て
光
源
氏
と
深
く
関
わ
り

つ
づ
け
る
女
君
た
ち
が
、
お
お
む
ね
、
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源
氏
と

の
関
係
を

「憂
し
」

(「心
憂
し
」
を
も
含
む
)
と
受
け
と
め

て
い
る

の
に
対
し
て
、
そ
の
類
義
語
と
も
み
ら
れ
る

「
つ
ら
し
」
の

語
が
用

い
ら
れ
て
い
な

い
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
二
語
は
、

現
代
語

に
置
き
か
え
る
と
、

つ
ら
い
気
持
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
や

や
紛
れ
が
ち
に
な
る
。
し
か
し
も
と
も
と
の
古
語
と
し
て
は
、
対
照

的
な
ま

で
に
そ

の
相
違
が
き
わ
だ

っ
て
い
る
。
「憂
し
」
は
、
自
分

の
せ
い
で
つ
ら

い
気
持
で
あ
り
、

つ
ら
い
、
情
な

い
、
ぐ
ら

い
の
意

と
な
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分

の
せ
い
で
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
分
自
身

の
運
命
を
思

い
が
ち
で
、
「宿

世
」
な
ど
の
語
と
結
び

つ
く
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
に
対
し
て

「
つ
ら

し
」
は
、
こ
ち
ら
の
つ
ら

い
の
は
他
者

(相
手
)
の
せ
い
だ
と
し
て

恨
だ
気
持

で
あ
り
、
恨
め
し

い
、
ぐ
ら

い
の
意
と
な
る
。
こ
れ
は
、

他
者
に
し
て
や
ら
れ
た
と

い
う
被
害
者
的
な
意
識
で
あ
る
。

そ
の
人
生
を
源
氏
と
と
も
に
歩
む
よ
う
な
藤
壷
の
宮

・
六
条
御
息

所

・
紫

の
上

・
明
石
の
君
な
ど
、
物
語
の
主
要
な
女
君
た
ち
は
前
記

し
た
よ
う
に
、
そ
の
関
係
を
も

っ
ぱ
ら

「憂
し
」
と
思
う
け
れ
ど
も
、

「
つ
ら

し
」
と
は
思
わ
な
い
。
そ
の
女
君
た
は
、
心
に
不
満
を
い
だ

い
て
つ
ら
い
と
思
う
場
合
も
、
源
氏
を
単
純

に
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り

す
る
こ
と
よ
り
も
、
源
氏
と
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
分

の
運
命
を

ま
じ
ま
じ
と
凝
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
源
氏
と

の
抜
き
が
た
く
深

い
関
係
を
生
か
さ
れ
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
。

ま
た
彼
女
た
ち
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
こ

の
物
語
の
世
界
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
い
ず

れ
も
高
貴
な
存
在
の
人

と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
高
貴
な
女
君

に
ふ
さ
わ
し
い
人
柄
や

生
き
方
と
し
て
、
他
者

か
ら
評
さ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
も
貴

人
ら
し
く
優
雅
な
た
し
な
み
を
持
ち

つ
づ
け
る
べ
き
だ
と
心
が
け
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
こ
と
は
逆
の
用
例

か
ら
も
証
す
こ
と
が
で

き
る
。
藤
壷
の
死
後
、
源
氏
が
紫

の
上
を
相
手

に
生
前
の
彼
女
を
話

題
に
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
源
氏

の
夢
に
現
れ
た
藤
壷
が

「
(源
氏

ヘ

ヘ

へ

の
せ
い
で
)
苦
し
き
目
を
見
る
に
つ
け

て
も
、

つ
ら
く
な
む
」
(朝

顔

・
四
九
五
頁
)
と
恨
ん
で
み
せ
た
。
現
世

で
は
け

っ
し
て

「
つ
ら

し
」
と
言
わ
な
か
っ
た
の
に
、
霊
界

の
存
在

と
な

っ
た
彼
女
も
、
現

世
の
規
矩
か
ら
自
由
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、

は
じ
め
て

「
つ
ら
し
」

と
発
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
現

世
に
生
か
さ
れ
て
い
る
女
君
た
ち
は
、
源
氏

か
ら
十
分
に
顧
み
ら
れ

な
い
折
が
あ
る
と
し
て
も
、
口
ぎ
た
な
い
ま

で
に
恨
み
な
ど
思

い
言

う
べ
き
で
な
い
と
も
思

っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
う
し
た
貴
人
と

し
て
の
心
く
ば
り
か
ら
も
、
「
つ
ら
し
」
で
は
な
く
、
「憂
し
」
の
語

が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
こ
と
も
、
藤
壷

の
例

に
即
し
て
考
え

て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、

こ
の
物
語
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
密
会

の
場
面

の

一
節
で
あ
る
。

①
宮

(藤
壷
)
も
あ
さ
ま
し
か
り
し
と
思
し
出
つ
る
だ
に
、
世
と

と
も
の
御
も
の
思
ひ
な
る
を
、
さ
て
だ

に
や
み
な
む
と
深
う
思

ヘ

ヘ

へ

し

た

る

に
、

い

と

心
憂

く

て
、

…

…

(若

紫

・
二
三

一
頁

)
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「
あ
さ

ま
し
か
り
し
」
と
は
、
か
つ
て
は
じ
め
て
源
氏
と
通
じ
て
し

ま

っ
た
過
往
の
密
通
の
事
実
。
そ
の

一
つ
の
事
実
で
さ
え
生
涯
の
苦

悩

の
種

に
な

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
あ
れ
だ
け
で
や
め
に
し

て
し
ま

お
う
、
と
深
く
反
省
し
て
い
る
の
に
、
ま
た
し
て
も
こ
う
な

る
と
は
、
と
思
う
と
こ
ろ
か
ら
、
「
心
憂
く
」
情
な
く
わ
が
身

を
顧

み
て
い
る
。
源
氏
と
の
関
係
を
、
避
け
が
た

い
運
命

の
つ
ら
さ
だ
と

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
密
会
か
ら
し
ば
ら
く
経

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
体

調

の
変
化
に
気
づ
い
て
の
、
彼
女
の
心
情
に
即
し
た
叙
述
で
あ
る
。

②
ま

こ
と
に
御
心
地
例

の
や
う
に
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
は
い
か
な
る

ヘ

ヘ

へ

に
か
と
、
人
知
れ
ず
思
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
心
憂
く
、

い
か
な

ら

む
と
の
み
思
し
乱
る
。
暑
き
ほ
ど
は

い
と
ど
起
き
も
上
が
り

た
ま
は
ず
。
三
月
に
な
り
た
ま

へ
ば
、

い
と
し
る
き
ほ
ど
に
て
、

ヘ

へ

人

々
見
た
て
ま

つ
り
と
が
む
る
に
、
あ
さ
ま
し
き
御
宿
世
の
ほ

ヘ

ヘ

へ

ど
心
憂
し
。

(若
紫

・
二
三
二
頁
)

神
話

に
い
う

一
夜
孕
み
の
よ
う
に
、

一
夜
の
逢
瀬
が
も
と
で
彼
女
は

源
氏
の
子
を
宿
す
こ
と
に
な

っ
た
。
身
体
の
変
調

に
気
づ

い
た
彼
女

は
、
「
心
憂
く
」
と
思

い
、
さ
ら
に
懐
妊
三
か
月
の
微
喉
が
明
ら
か

に
な
る
と
、
「あ
さ
ま
し
き
御
宿
世
の
ほ
ど
心
憂
し
」
と
思
う
。
「心

憂
し
」

の
語
が
、
「宿
世
」
の
語
と
密
接

に
結
び

つ
い
て

い
る
点

に

注
意
さ

れ
る
。
彼
女
は
あ
ら
た
め
て
源
氏
と
の
関
係
を
、
避
け
が
た

い
運
命

の
恐
ろ
し
さ
と
し
て
受
け
と
め
る
ほ
か
な
い
。

藤
壷
が
源
氏
と
密
通
し
て
子
を
も
う
け
、

し
か
も
そ
の
子
を
桐
壷

帝

の
皇
子
と
し
て
隠
し
お
お
せ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
は
世
間
尋
常
な
ら
ざ
る
人
生
で
あ
る
。
物
語
の
虚
構
な
れ
ば
こ
そ

の
、
も
の
め
ず
ら
し
い
人
生
で
あ
る
。
源
氏

と
深
く
共
感
を
い
だ
く

女
君
た
ち
は
、
こ
の
藤
壷
の
宮
に
限
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
並
々
な
ら

ぬ
わ
が
人
生
を
、
自
分
の
意
思
な
ど
を
超
え

た
巨
大
な
運
命
に
動
か

さ
れ
て
い
る
宿
世
だ
と
し
て
、
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
彼
女
た

ち
は
し
ば
し
ば
、
そ
の
人
生
を

「憂
し
」

「心
憂

し
」
と
と
ら
え
て

は
、
内
省
を
深
め
て
い
く
。
こ
の
同

一
の
語
が
そ
の
よ
う
に
物
語

に

貫

い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
物
語
が
、
光
源
氏
と
女
君
た
ち
と

の
類
稀
な
人
間
関
係

の
数
々
を
構
造
的
に
束

ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

そ
こ
に
、
こ
の
虚
構

の
物
語
に
固
有
な
し
く

み
が
構
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
己
が
宿
世
に
痛
恨
す

る
女
君
た
ち
は
当
然
な

が
ら
、
危
機
的
な
状
況
に
遭
遇
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う

し
た
状
況

に
置
か
れ
た
彼
女
た
ち
は
同
じ

よ
う
に
、
「人
笑

へ

(人

笑
は
れ
)
」
の
語

に
よ

っ
て
、
避
け
が
た
い
危
機
感
を
強
め
る
よ
う

に
な
る
。
「人
笑

へ
」
は
、
世
間
の
物
笑

い
、
ぐ
ら
い
の
意

で
あ
る

が
、
彼
女
た
ち
は

一
様
に
、
そ
の
言
葉
に
、
社
会
的
生
命
を
失
う
と

い
う
重
々
し

い
危
惧

の
気
持
を
こ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
危
機

意
識
を
強
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
に
そ
れ
を
回
避
し
て
現
況
か
ら

脱
却
す
べ
く
、
彼
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分

な
り
に
、
新
し
い
具
体

　ヨ
　

的

な

生

き

方

を

拓

い

て

い

こ

う

と

す

る
。

こ

こ

で
も

、

そ

の

同

一
の

4　



「人
笑

へ
」

の
語
に
よ

っ
て
、
女
君
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
構
造

的

に
束
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
、
藤
壷
の
宮

の

一
例
で
お
さ
え
て
お
こ
う
。
彼
女
は
、

弘
徽
殿

の
右
大
臣
家
の
専
制
的
な
状
況

の
な
か
で
源
氏
と
と
も
に
孤

立
す
る
ほ
か
な
く
な
る
が
、
し
か
も
そ
の
唯

一
の
頼
み
と
す
る
源
氏

さ
え
も
従
前
に
も
ま
し
て
危
う
い
懸
想
を
し
か
け
て
く
る
。
困
惑
す

る
彼
女
は
、
亡
き
桐
壷
院
の
遺
言
を
思

い
起

こ
し
な
が
ら
、

一
つ
の

決
意

に
い
た
る
。

㈲
大
后

(弘
徽
殿
)
の
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
の
た
ま
ふ
な
る
位
を

も
去
り
な
ん
、
と
や
う
や
う
思
し
な
る
。
院
の
思
し
の
た
ま
は

せ
し
さ
ま
の
な
の
め
な
ら
ざ
り
し
を
思
し
出
つ
る
に
も
、
よ
う

つ

の
こ
と
、
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
変
り
ゆ
く
世
に
こ
そ
あ
め
れ
、

へ

戚
夫
人
の
見
け
む
目
の
や
う
に
は
あ
ら
ず

と
も
、
か
な
ら
ず
人

笑

へ
な
る
こ
と
は
あ
り
ぬ
べ
き
身
に
こ
そ
あ
め
れ
、
な
ど
世
の

疎

ま
し
く
過
ぐ
し
が
た
う
思
さ
る
れ
ば
、
背
き
な
む
こ
と
を
思

し
と
る
に
、
…
…

(賢
木

・
=

四
頁
)

こ
の
ま
ま
で
は

「人
笑

へ
」
が
必
定
だ
と
危
惧
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

逆
に

「背
な
む
」
の
出
家

と
い
う
新
し
い
生
き
方
が
引
き
出
さ
れ
た

と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
彼
女
は
、
源
氏
と
懸
想
抜

き
の
親
交
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
自
ら
を
源
氏
や
東
宮

(源
氏
と

の
不
義

の
子
)
と
と
も
に
、
将
来

へ
の
期
待
を
と
り
こ
む
こ
と
の
で

き
る
道
を
模
索
し
た
こ
と
に
な
る
。

他

の
女
君
た
ち
の
場
合
を
も
み
て
お
こ
う
。
六
条
御
息
所
は
、
そ

の
自
尊
心
の
強
さ
も
手
伝

っ
て
、
源
氏
と
の
醜
聞
が
世
間
に
知
ら
れ

た
こ
と
に
、
い
よ

い
よ
堪
え
が
た

い
思

い
で
あ

っ
た
。
幼
い
娘
が
斎

宮
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
を
機

に
、
自
ら
も
伊
勢

に
下
向
す
る
か
否
か
を
、

そ
の
源
氏
と
の
風
評
を
根
拠
に
考
え
よ
う
と
す
る
。

㈲
今
は
と
て
ふ
り
離
れ
下
り
た
ま
ひ
な
む
は
い
と
心
細
か
り
ぬ
ベ

ヘ

ヘ

へ

く
、
世
の
人
聞
き
も
人
笑

へ
に
な
ら
ん

こ
と
と
思
す
。
さ
り
と

て
立
ち
と
な
る
べ
く
思
し
な
る
に
は
、

か
く
こ
よ
な
き
さ
ま
に

み
な
思
ひ
く
た
す
べ
か
め
る
も
安
か
ら
ず
、
…
…(葵

・
三
十
頁
)

源
氏
と
の
仲
を
清
算
し
て
下
向
す
る
の
も
心
細
く
も
あ
り
、
ま
た
い

か
に
も
源
氏

に
捨
て
ら
れ
た
と
思
う
の
も
癪

だ
、
か
と
い
っ
て
都
に

と
ど
ま
る
べ
き
か
を
思

い
返
す
と
、
世
間
か
ら
の
侮
辱
に
さ
ら
さ
れ

る
わ
が
身
が
堪
え
が
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
屈
曲
す
る
心
情
の

根
拠
が

「人
笑

へ
」
で
あ
り
、
下
向

の
決
意
を
導
く
根
拠
も
ま
た

「人
笑

へ
」
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
源
氏
と
の
身
分
違

い
に
悩
む
明
石

の
君
は
、
幼

い
姫
君
を

養
う
こ
と
だ
け
を
生
き
る
支
え
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
姫
君

を
将
来
の
后
に
と
目
論
む
源
氏
か
ら
、
そ
の
姫
君
を
紫
の
上
の
養
女

と
し
て
手
放
す
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
。
当
然

な
が
ら
彼
女
は
愛
娘
を

手
放
し
た
く
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に

「人
笑

へ
」
を
根
拠
に
、

つ

い
に
手
放
す
こ
と
を
決
心
し
て
い
ま
う
。
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ヘ

ヘ

へ

㈲
立

ち
ま
じ
り
て
も

い
か
に
人
笑

へ
に
や
、
…
…

(薄
雲

・
四
三

一
頁
)

姫
君
が
将
来
、
源
氏
の
周
辺
に
出
入
り
す
る
場
合
、
素
性
の
い
や
し

さ
を
取

り
沙
汰
さ
れ
て
、
ど
ん
な
に

「人
笑

へ
」

に
な
る
だ
ろ
う
か
、

と
危
惧
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
に
そ
の
決
意
が
導

か
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後

は
紫

の
上
の
例
で
あ
る
。
彼
女
は
晩
年

に
入
ろ
う
と
す
る
と

こ
ろ
で
、
予
想
も
し
な
か

っ
た
女
三
の
宮
の
六
条
院

へ
の
降
嫁
と
い

う
事
態

に
遭
遇
し
、
そ
れ
ま
で
の
六
条
院
の
女
主
人
と
し
て
の
存
在

が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

④
今

は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て

ヘ

ヘ

へ

過

ぐ
し
け
る
世
の
、
人
笑

へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ

け
た
ま

へ
ど
、

い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し
た
ま

へ
り
。

(若
菜
上

・
五
四
頁
)

こ
れ
ま
で
源
氏
と
の
夫
婦
仲
に
安
心
し
き

っ
て
い
た
彼
女
は
、
今
や

世
間
の
物
笑
い
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
恐
れ
て
い
る
。

そ
れ
を

「
人
笑

へ
」
と
し
て
、
最
悪
の
事
態
を
危

ぶ
む
と
こ
ろ
か
ら
、

逆
に
苦
衷
を
心
の
内

に
封
じ
こ
め
て
、
平
気
を
装
う
処
世
態
度
を
持

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
彼
女
の
引
き
出
し
た
新
し
い
生
き
方

で
あ

っ
た
。
彼
女
は
源
氏
に
協
力
し
て
彼
を
女
三
の
宮
の
閨

へ
と
送

り
こ
む
な
ど
、
苦
衷
を
お
し
こ
め
て
平
静
を
装
う
。
そ
う
し
た
処
世

態
度
に
よ

っ
て
、
自
分
に
対
す
る
第
三
者

の
と
か
く
の
物
言
い
を
封

じ
こ
め
ら
れ
る
と
考
え
、
他
者

の
同
情
を
さ
え
避
け
通
す
こ
と
に
な

る

。

紫

の
上

は

こ

の
日

を

境

に

、

人

は
人

、

処

世

の
態

度

は

態

度

と

、

二

つ
を

峻

別

し

て

生

き

る
人

生

に
転

ず

る

の

で

あ

る
。

右

に

み

て

き

た

「
憂

し

」

「
人

笑

へ
」

の
語

は
、

源

氏

と

深

く

関

わ

っ
て

い

る
女

君

た

ち

の
、

そ

の
存

在

を

き

わ

や

か

に
特

徴

づ

け

る

言

葉

に
な

っ
て

い
る

。

そ

れ

は

、

源

氏

と
女

君

た

ち
を

独

自

に
関

係

づ

け

る
た

め

の
文

体

と
な

っ
て

、

長

編

物

語

の
虚

構

の
要

と

な

っ
て

い
る

。

こ

こ

で

の
同

一
の
語

の
特

徴

的

な

用

い
方

は
、

こ

の
女

君

た

ち

を

源

氏

の
主

要

な

存

在

と

し

て
束

ね

な

が

ら

、

し

か

も

そ

の

一
人

一
人

の
個

別

性

を

き

わ
だ

て

る

こ
と

に

も

な

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

注(
1
)

小
稿

に
引

用
す
る

『源
氏
物
語
』
の
本
文

は
、
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』

(小
学
館
)

に
よ

っ
た
。
頁
数
も
そ
れ

に
よ
る
。

(
2
)

こ
の
あ
た
り
の
論
旨

は
、
拙
著

『
源
氏
物
語
虚
構
論
』

(東
京
大
学

出
版
会
)
第
六
編
第

三
章

「柏
木

の
物
語
と
光
源
氏
」

と
重
な

っ
て
い

る
。

(
3
)

こ
の
あ
た
り
の
論
旨
も
、
前
掲
拙
著
第

一
編
第

二
章

「物
語
の
人
物

造
型
し

と
重
な

っ
て
い
る
。

〔付
記
〕

小
論

は
、
昨
年
度

の
公
開
講
演
を
も
と
に
し

て
い
る
が
、
論
旨

を

簡
潔
に
す
る
た
め
に
、
題
目
を
多
少
変
更
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

6　




