
/

源

氏

物

語

こ

藤

原

俊

成

の

歌

論

!

峯

,

村

よ
叉

人
0

/

風
巻
景

次
郎
先
生
は
、

「
新
古
今
時
代

」
所
牧

の
「
新
古

今
集
風
燈
論
」

・

の
中

で
、

「
新
古
今
和
歌
集

」

の
風
鎧

に
お
け

ーる
自
然
観
照
と
人
生
観

照

と

の
二
つ
の
問
題
を
取
り
扱
は
れ
、
前
者

の
典
型
を

「
枕
草

子
」

に
、
後

ら

者

の
典

型
を

「
源
灰
物
語

」
に
見
ら
れ

て
、
新
古

今
的
な
特
色

と

い
・は
れ

・
る
緯
書

的
感
畳
的
な

も

の
は

「
枕
草
子
」
あ
た
互
か
ら
和
歌

の
流
れ

に
綜

を
引

い
て
來

て
ゐ
る

の
で
特

に
新
古
今
的
な
特
色

と
い
ふ

べ
き
竜

の
で
は

な

い
が
、
そ
れ

に
樹

し

て
、
人
生
観

照

に
見
ら
れ

る
物
語
的
な
拝
情

性
こ

そ
は

「
檜
薔
的
と

い
つ
た
風

に
、
枕
草
紙

や
金
葉

詞
花

之

の
か
た
傳
來

と

、

い
ふ

の
で
な

い
事

は
も
と
よ
り
と
し

て
飛

千
載

集
的
で
す
ら
な

い
様
な

、

眞

に
薪

古
今
集

に
は
じ

め

て
見
ら

れ
る
様

な

」
最
も
新
古
今

的
な
窓

の
で

あ

る
と
.せ
ら
れ
、

「
俊
成
卿
が
千
載
集

に
古
今

の
正
調
を
復

活
さ
せ
、
源

氏
物
語

の
味
読
を
奨

め
、
新
古

今
集
が
そ

の
傾
祠
を
受
け

つ
い
だ

の
で
あ

る
と
す
れ
ば

、
新
志
今
集

に
於

け
る
感
畳
的
な

も

の
と
情
趣
的
な
も

の
と

は
自

つ
か
ら
別
箇

の
來
歴
を
持

つ
て
居

る
事
が
分

る
で
あ
ら
う
。
」

と
述

べ
て
、
俊
成
を
間

に
置

い
た

「
薪
古
今
和
歌
集

」

の
拝
情
性
と

「
源

氏
物

語
」

の
情
趣

と
の
深

い
關
係
を
指

摘
鍵
ら

れ
た
。

「
薪
古
今
和
歌

集
」

の

【

風
禮
を
正
し
く
把

握
す

る
た

め
に
は
、
た
し

か
に
、

こ
の
關

係

の
嚴
密
な
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考
察

が
要
求
せ
ら
れ

る
で
あ
ら

う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
俊
成

の
世
界
が

一

ノ

「
源
氏
物
語
」

の
世
界
と

い
か

に
關
係
し

て
ゐ
た
か
を
あ
き
ら
か

に
す

る

と

い
ふ
争

績
を
維
な

い
で
は
、
目
的
が
正
し
く

は
蓮

せ
ら
れ
難

い
裏

で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
こ

の
手
績

は
新
舌

今
時
代
以
後

に
お
け
る

中
世

の
和
歌

・、蓮
歌

の
詩
境
を
理
解
す

る
上
が
ら
も
甚
だ
重
要
で
あ

る
と

い
は

な

け
れ
ぱ
な
ら
な

い
で
あ
ら

う
。

,

、
,
.

・
昭
和
二
十

一
年
五
月
號

の

「
國
語

と
國
文

学
」
に

「
平
安
朝

に
於
け

る

物
語
と
和
歌

と
め
相
互
關
係

に
就

い
て

』
と

い
ふ
石
川
徹
氏

の
御

論
考
が

福
載

ぜ
ち

れ

て
ゐ
る
が
、
そ

の
中

に
次

の
や

う
な
推

論
が
提

示
せ
ら
れ

て

ゐ
る
。和

歌
更
を
主
と
し
て
眺
め
た
場
ム
只

あ
の
薪
古
今
時
代
の
定
家
等
の



、物
語
取
り

の
作
歌

態
度

が

い
つ
頃
か
ら
始

ま

つ
た
か
と

い
㌔ふ
事
が
淺

さ

れ
た
疑
澗

で
あ

る
が
、
後

拾
遺

、
-
金
葉
、
詞
花

、
千
載

と
、
本
歌
取
り

は
あ

ρ
て
も
殆
ど
物
語
取
り

は
な

ズ
、
伊
勢
物
語

か
ら

取
つ
て
お

る
や

う
に
見

え
る
も

の
も
、
多
く
古
今
集
か
ら

取
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
つ

て
、

確
實
に
物
語
の
趣
を
取
つ
た
ど
す
誓

は
、
藝

今
の
出
現
を
待
た
ね

!

ぱ
な
ら

ぬ

の
で
あ

る
。
こ
れ

は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

一
り
に
な
物
語
が
肖

特

に
盛

に
な

つ
て
、
和
歌

の
領

域

に
侵
入
U
た
と
見

る
額
方

で
あ

る
が

凶＼

こ
れ
は
最
も
素

撲
な
あ
ま
り

に
観
念
的
な
考

へ
方

で
あ
ら

う
。
第

二
に

は
、
俊
成

が
特

に
源
氏
物
語
を
推
重
し
た
爲

に
、
今
ま
で
は
か
な
ぎ

假

作
砺
語
で
あ

つ
た
所

の
小
読

の

文

藝

界

に
占
め
る
地
位

が
高
ぐ
な

つ

て
、
・本
歌

取
り
と
↓

て
古

今
あ
た
り

の
歌
を
奪
崇
援
用
す

る
と
同
じ

ゃ

う
な
態
度

で
物
語
、
特

に
源
氏
物
語

に
接

じ
た

と
す

る
観
方

で
、

こ
れ

は
か
な
り
眞

に
近

い
で
あ
ら

う
。
併
し
、
な

ほ
、
千
載
集
や
長
秋
詠
藻

中

に
物
語

取
り

の
歌
が
殆
ど
無

い
の
に
、
新
古
今

や
拾
遺
愚
草

に
な

る

と
急

に
増

え
る
と

い
ふ
事

の
疑
問

に
答

へ
得
な

い
。

石
川
氏
は
、

こ

の
や
う

に
述

べ
ら
れ
旋
上
で
、
こ
の
疑
問

の
答

と
し

て
、

次

の
や
う
な
推
論

に
進

ん

で
ゐ
ら
れ

る
。

.
、

金
葉

集

の
連
歌
部
を
見

る
と
判

る
や
う

に
、
ま
だ

こ

の
頃

の
連
歌

は
短

蓮
歌
で
あ

つ
て
、
素

朴
な
機
智

の
磨

酬

に
過
ぎ
な

か
つ
た

の
が
、
後
鳥

羽
上
皇

の
頃
に
至

つ
て
盛
.に

連

歌

の

催
ぼ
し
が
あ
り

だ
ば

か
り

で
な

ク
サ

リ

・く
鉋
蓮
歌
、
即
ち
、
長
蓮
歌

が
制
作

さ
れ

る
や
う
に
な
り
、

か
く

て
長

連
歌

の
性
質
上
、
和
漢

の
故
事
史
實
傳
読

が
そ

の
素

材
と
な

つ

て
來

る

と
同

時
に
物
語

も
亦
、
そ

の
好
き
素
材

の

一
ρ
と
な

つ
た

と
考

へ
ら
れ

、

る
が
、
そ

の
蓮
歌
創
作

の
態
度
灘

和
歌
創
作

の
場
合

に
も
波
及
し

て
來

.

、
て
、
あ

の
定
家

等

の
物
語
取
り

の
和
歌
を
生
み
出
す

に
至

つ
た
と
観

る

の
が
、
最
も
眞

を
掴

み
得

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

p

,

、
,

右

◎
論

は
物
語
取

の
歌

に
重
黙
が
置
か
れ

て
立

て
ら
れ
た
推
論

で
あ

る

が
、
要
黙
を
も
う
少
し
く
軍
純
化
し

て
見

届
と
、
石

川
氏

は
、
先

づ
、
新

古

今
時
代

の
定
家
等

に
見
ら

れ
偽
物
語
取

の
歌

の
傾
向
が
確
實

に
あ
ら

は

れ

る
に
到

つ
た

の
は

「
新
古
今
和
歌

集
」

か
ら

で
あ

る
と
噺
ぜ
ら
れ
、
次

.

い
で
、
そ

の
理
由
と
考

へ
得
も

れ

る
慰

の
の
中

で
は
、

か
な
り
眞

に
近

い

と
見
ら
れ

る
も

の
に
俊
成

の

「
源
氏
物
語
」
推
重

と

い
ふ
裏
が
あ
る

げ
れ

ど
聾帖
、
　俊
成

の
撰

に
成

つ
た

「
千
皿載
和
歌
集
」

や
俊
成

の
　家
集
,で
あ

る

「

長

秋
詠
藻

」

の
中
に

は
物
語
取

の
歌

と
見

る
べ
き
も

の
が
殆
ど
無

い
の
で

閏

あ

る
か
ら
、
俊
成

の
態
度

が
物
語
取

の
歌

の
傾
向
を
導

い
売
と

い
ふ
風

に

24

は
見
が
た

い
と
せ
ら
れ
た
・。
そ
し

て
、嚇
物
語

取

の
歌

の
傾
向
は
蓮
歌

の
嚢

一

達

と
大

い
に
關
係

が
あ
り
、
特

に
、
'和
漢

の
故
裏
史

實
傳
読
が
素

材
と
な

つ
て
來
た
長
連
歌

の
創
作
態
度
か
ら
影
響

せ
ら
れ
た
と
見

る

の
が
最
も

よ

く
眞

を
把
握
し
得

て
ゐ
る
で
あ
ら
ヴ

と
推
論
せ
ら
れ
た

の
で
あ

る
。

・
も

と
よ
り
制
作

の
契
機
と

い
ふ
も

の
は
軍
純
な
も

の
で
は
な

い
か
ら

.

歴
史
的

に
眺

め
る
場
合

に
は
、
物
語

取

の
歌

が
さ
か
ん

に
な

つ
た
巴

い
ふ

事

の
ご
と
き
た

蓮
歌

の
傾
呵
が

い
く
ば
く

か

の
影
響
を
與

へ
て
ゐ
る
と

い

ふ
や
う
な

事
も
考

へ
得
ら

れ

る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
俊

成

の
世
界
を
詳

細

に
探

つ
て
見

る
と
、
物
語

取

の
歌

の
由
來
す

る
と

こ
ろ
は
、
ど
う
し

て

　

も
俊
成

の
世
界

に
あ

る
と
認
あ
な

い
わ

け
に
行

か
な
《
な

つ
て
來

る
。
何

.

よ
り
も
、
石
川
氏

の
推
論

の
大

き
い
鍵

と
な

つ
て
ゐ
る

「
千
載

集
や
長
秋



1

'

ピ

ゆ

詠
藻
中

に
物

語

取
り

の
歌

が
殆
ど
無

い
」
と

い
ふ
黙

に
つ
.い
て
見

る
と
、

實
は
、
俊
成

は
爾
集

の
中

に
物
語
取
と

い
ふ
べ
き
歌

の
す
ぐ
れ
た
も

の
を

幾

首
も
遺

七

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
ど

い
ふ
事
は
、
ま
た
、
量
れ
が

、
軍

に

物
語
取

の
歌

の
問
題

で
あ

る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
す
、

「
源
氏
物

語
」
を
中

心
と
し
た

亭
安
時
代

の
物
語

の
世
界

が
俊
成

の
世
界

に
い
が

に
深
く
豊

か

、

に
滲
透

し

て
ゐ
た
か
と

い
ふ
問
題

に
も
蓮
な

つ
て
ゐ
る
わ
け

で
あ
、る
。

今

、
、
こ
こ
に
は
、
物
語
取

の
作
品

の
實
例

に
つ
い
て
精
し
く
述

べ
て
ゐ

る
籐
裕
は
な

い
が
、
次
に
そ

の
二
三
を
例
示
し

て
見

よ
う
。

・
夕
さ
れ
ば
野
…邊
の
秋
風
身

に
沁
み

て
鶉

鳴
ぐ
な
り
深
草

の
里

,五
月
雨

は
焼
く
藻

の
煙
う
ち
し
め
り
潮

垂
れ
ま
さ
る
須
磨

の
浦

人

須
磨

の
關
有
明
の
室

に
鳴
く

千
鳥

か
た

ぶ
く
月

は
な

れ
も
悲
↓
や

右

の
歌

は
い
つ
れ
も

「
長
秋
詠
藻
」

の
中

に
あ

つ
て
ら
千
載

和
歌
集

L

に
も
撰
入
せ
ら

れ

て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
が
、
第

一
首
目

の
歌

は
、

「
伊
勢

物
語

」
に
あ

る
物
語
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

昔

、

男

あ
り

け
り

。

深
草

に
佳

み

け

る
女

を

、

や

う

や
う

あ

き

が

た

に

や
思

ひ
け

む

、

か

か

る
歌

を

詠

み

け

り

。

ヘ

ヘ

ロ

年

を

経

て
佳

み

こ
し

里
を

出

で

て
込

だ

ば

い
と

ど
深

草

野

と
や

な

り

な

む

..

、

■
女

、

か

へ
し

・

野
と
な
ら
纂

怠

象

喩
麩

盆

か
り
に
だ
に
や
は
君
は
妄

ら

む

と

詠
あ

り

け

る

に

め

で

て
、
行

が

む

と

思

ふ

心
な

く

な
り

に
け
り

。

に
…振

つ
た

も

の
で
あ

り
・、
…第
二
首

目

の
歌
は

、
「
源

氏

物
語

し
の

「
須
磨

」

の

巻

に

、

、

"

.

・

ー

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ド

や
う
や
う
事

し
づ
ま
り

行
ぐ

に
、
長

雨

の
頃

に
な

り

て
、
京

の
事
ど
も

ピ
う
ぐ
う

思
し
や
ち

る
編

に
、
懸
し
港
人
多
く
、
女

霜

の
思

し
た
り
し
牒

、
春
宮

'

の
御
事

、
若

君

の
何
心
も
な
く
紛

車
給

ひ
し
な
ど
を

は
じ

め
、

こ
こ
協

し

こ
思

ひ
や
り
聞

え
給

ふ
。
京

ぺ
人
出
だ
し
た

て
給

ふ
。
二
條
院

.へ
・奉

り
給
ふ

と
、
入
道

の
宮

の
乏
は
、
書

き
も

や
り
給

は
す
く
ら

さ
れ
給

へ

で

り

。

宮

に

は

、

、

"

あ
含

ε
ま
や

、

、

、

、

、

、

、

¥

、

`

松
島

の
蛋

の
苫
屋
も

い
か
な
ら
む
須
磨

の
浦
人
潮

垂
る
る
こ
ろ

　

み
ぎ

は

ヘ

へ

い

つ
と
侍

ら

ぬ

申

に
も

、

き

し

か

た
行

く

さ
き

か

き

く
ら

し

、

汀

ま

さ

ヘ

へ

じ

タ

り

て
な

む

。

、

と

あ

る

と

こ

ろ

に
擦

つ
た

も

の

で
あ

り

、

第

三

首

目

は

、

同

じ

く

「
源

氏

一

物

語

」

の

「
須

磨

」

の
雀

に

、

,ピ
、

-,

L

25一

月

い
と
あ
か
う
さ
し
入
り

て
、
は
か
な
き

族

の
お
ま
し
所

は
『
奥

ま
で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ゆ
か

,

隈

な

し

。
床

の
上

に
夜

深

き

塞
も

見

ゆ

。

入

り
方

の
月

す

ご
く

見

ゆ

る

に
、

「
た

だ

こ
れ

西

に
行

く

な

り

」

と
、

ひ

と
り

こ
ち
給

ひ

て
、

い
つ
方

の
雲

路

に
わ
れ

も

ま

よ

ひ
な

む

月

の
見

る
ら

む

こ
と

も

は

つ

か

し

昇

・

」

,

ノ

ロ

ヘ

ヘ

ヘ

コ
ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
へ

と
ひ
乏
り

こ
ち
給

ひ
て
、
例

の
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
曉

の
室
に
、
千
鳥

い
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

は
れ

に
鳴
く

。

、

'

、

如

と
あ

る
と
と

ろ

に
猿

つ
た

も

の
で
あ

つ

て
、

こ
れ

ら

は
あ

き
,ら

か

に
物
藷

取

と

い
ふ

べ
き
も

の
な

の
で
あ

る
。

特

に
、第

一
首

目

の
歌

の
ご

と

き

は

、

俊

成

の
作

品

中

の
代
表

的
な

も

の
と

し

て
よ
く

知

ら

れ

て
ゐ

る
も

の
で
あ

る
が

、
慈

鎭

和
倫
自

歌

合

の
判

詞

の
中

で
、
作

者

で
あ

る
俊

成

が

、

み

つ

匙

ノ



ノが
ら

「
崇
徳

院

の
御
時

の
百
首

の
中

に
侍
り

。
こ
れ

叉

℃
と
な

る
こ
と
な

く
侍
り
。
た

だ
伊
勢
物
語

に
、
深
草

の
さ
と

の
女

の
う
づ
ら

と
な
り

て
と

、
い

へ
る
こ
と
を
、
は
じ
め

て
よ
み

て
侍
り
し
を

、
か

の
院
も
ま

う
し
き
御

け
西
き
侍
り
し
ば
か
り
に
、
註
し
申
し
て
侍
り
し
を
云
々
」
,
瞭
謬

鶉

激

勃
駿

幣

と
述
べ
て
ゐ
る
き

う
か
ら
想
像
す
る
と
、
「
伊
勢
物
語
」

に
擦

つ
た
作

品

と
し

て
、
俊

成

偵

身

に
お

い

て
も

お

ろ

そ

か

に
し

が

た

い

-

歌

で
あ

つ
た

ら

し

い

の
で
あ

る

。

ワ

ド

ノ

一
膣

、
俊

成

は
、・

「
源

氏

物

語

」

の
研

究
家

と

し

て
、

重

要

な
位

榿

を

古

む
べ
き
人
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
・

醸

薇

難

」層

雷

察

「

原

中
日取
秘
紗

」

の
聖
離覚
の
』奥
垂
目
に
は
、

抑
光
源
氏
物
語
者
、
組
父
大
監
物
光
行
久

携
此
道

、
已
究
奥
麗

。
就
中

`

,
於
水
原
紗
者

、
後
京
極
擶
政
家

・
久
我
太
政
大
臣

・
.後
徳
大
寺
左
犬
臣

馳

ヘ

ヘ

ヘ

コヘ

ヘ

ヘ

ノ

こ
ヨ

・家

.
五
條

三
品

輝
門

等

同

蒸
被

合

力
談

申

也

。

、

り

と
記

さ
れ

て
ゐ
る

の
で
あ

つ
て
、
、
「
源
氏
物
語

」

の
註
糧
書

の
ば
じ

め
で

あ

つ
た
と

い
は
れ

る

「
水
原
紗
」
に
關

係
し
た
人
物

の
申

に
、
俊
成
も
亦

や

数

へ
ら

れ

る

の
で
あ
,る
。

し

か
も
、

「
原

中
最

秘
紗

』

の
記
ず

と

こ
ろ

に

,よ

る
と

、
俊

成

の

「
源

氏

物
語

」
研
究

の
深

さ

は
、
當

時

の
同

じ

物

語

の

す

ぐ
れ

ヒ

ゐ

キ

研
究
者
を
し
で
、

「
三
品
和
才
勝
た

る
中

に
、

此
物

語

の
奥
義

を

さ

へ
き

ジ
　

・
は
め
ら
れ
侍
り
け
る
、
あ
り
が
た
き
事
な

り
。
」

と
ま

で
讃
歎

せ
し

め
る

も

の
ムが
あ

つ
た

の
で
あ

る
。
さ
う
い
ふ
俊
成

が
ド
み
つ
か
ら
制
作

に
携
は

つ
た
和
歌

の
世
界

に
お

い
て
、

「
源
氏
物
語

」

の
世
界

か
ら
学
び
取

つ
て

し

が

ゐ
た

と
こ
ろ

の
甚
だ
深

い
も

の
が
あ

っ
た
事
も

、
當
然

で
あ

つ
た

と
い
び

得
る

。
し
か
し

、
そ
れ

に
し

て
も
、
俊
成

は

「
源
氏
物
語

」
か
ら
何
を

い

F

》

か

に
学
び
取
り

て
ゐ
た

の
で
み

ら
う
か
。
具
盟

的

に
指
摘

す

る
と
す

る
な
-

ら
ば
、
'
「
源
氏
物
語

」
的
な
も

の
が
俊

成

の
「世
界

の
い
か
な

る
黙

に
見

い

だ
し

得
ら
れ

る
と

い
ふ
事

に
な

る

の
で
あ
ら

う
か
。
之

の
問
題

に
關
し

て

は
、
ず

で
に
、
能
勢
朝
吹
博
士
や
窪

田
塞
穗
氏

に
も
す
ぐ
れ
た
御
論
考
が

あ

つ
て
、
示
唆
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き

い
が
、
私
も
、
さ
う

い
ふ
先
畳

な

の
聖

を
追
つ

て
、
少
し
く
愚
考
を
蝋

み
た

瀞
と
偲

ふ
。

=

/
r

噂

・

'

「
源

氏

物

譜

」
を

読

ん

で
ゆ

く
と

、
「
心

深

し
」
「
心
ば

へ
深

し

」

「
志

'
深

し
」

≒
本

意
深

し
L

「
心
寄

せ
深

し

」
「
心
様

も
物

深

し

」
「
深

き

心
」

、

ゆ

「
深
き
心
ば

へ
」

「
深
き
志
」

「
深
き
本
意
」

「
深
き
心
用
ぴ
」

㌔
深
き

嶋

用
意

」

「
深

う
思
し
と
れ

る
御
道
心
」

「
深
く
頼

み
申
す

心
」
と
い
ふ
や

26

う
な

「
心
深
し

」

の
同
類

と
見

る
べ
き
語
が
し
き
り

に
あ
ら

は
れ

る
。
軍

「

に
か
う
い
ふ
語

が
あ
ら

は
東

る
と

い
ふ
黙
だ
け
か
ら

い
ふ
な

ら
ば
、
當
時

の
物
語
類

に
お
い
て
は
さ
程
珍
し

い
事
で
も
な

い
が
、
し
か
し
、

用
ひ
方

・の
深

さ
と
か
鋭

さ
と
か

い
ふ
方

面
や
、
.物
語
を
貫
く
精
紳
美

の
上

に
お

い

'

て
澹

つ
て
ゐ

る
重
要
性
と
か
い
ふ
方
面

に
留
意

し

て
見

る
と
、
輕
率

に
見

過

ご
す
事

の
出
來
な

い
語

で
あ

る
嶺

に
氣
附
か
し

め
ら

れ

る
の
で
あ

る
。

で
は
、

「
心
深
し

」
の
類

の
語

は
、

「
源
氏
物
語

」
に
お

い
て
、

い
か

な

る
意
味

内
容

を
持

つ
も

の
と
し

て
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
か
ゆ

が
う

い
ふ
語
は
璽
も
と

よ
り
極

め
て
微
妙
な
意
味
を
あ

ら

は
す
も

の
で
あ

覧

つ
て
、
内

、容
を
明
確

に
限
定
し
切

る
事

の
む

つ
か
し

い
の
が
當
然

で
あ

る

け
れ
ど
も
、
竜今
、

「
源
氏
物
語

」
の
中
か
ら
拾

ぴ
あ
げ
得
た
百
激

十
例
を

〆

'

〆



/

整

理
し

て
見

る
と

、
凡
そ
次
に
述

べ
る
や
つ

な
事
忙

な
ら

う
か
と
思
ふ
ゆ

ノ

、第

一
。

「
心
深

し

」
と
'い
ふ

や

う
な

場

合

の

「
心

」
に

お

い
て
最

も
普

通

に
考

へ
る
事

の
出

來

る
庵

の
は
、
自

我

の
歌

態

と
し

で

の

「
感

情

」

と

ドな

マ

.
か

「
情
」
と
か

い
ふ
語
を
以

て
代

へ
る
裏

の
出
來

る
も

の
で
あ
ら
う
。
「
源

氏
物
語

」
に
お

い
て
も

か
う
い
ふ

「
心
」

の

「
深
き
」
を
意

味
七
た
も

の

、
を
第

一
に
奉
げ

る
事

が

出

來

る
っ

「
あ

は
れ

に
心
深
く
思

ぴ
歎
き

て
」

(
葵
)
「
盈

れ
に
心
深
轟

り
を
し
給
ひ
し
に
」
(蓬

帽

い
と
孝
の
心

傑
く
あ
は
れ
な
り
と
見

給

ふ
」
(
常
夏
)
「
さ
乃
お
ほ
ど
か
な

る
物

の
音

惑

ら

に
、
深
き
人

の
心
染

め
て
弾

き
傳

へ
た

る
」
(
横

笛
)
「
花
惜
し
み
給

ふ

心
ぼ

へ
ど
秀

深
、か
ら
・ず
」
(
幻
)
等

の
ご
と

き
で
あ
る
。

こ

の
種

の
も

の
.で

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、
感
情

の
流
れ

と
か
感
情

の
氣
分
的
蓮
綾

と
か
彪

い
ふ

「
情
趣

]盈
の
深

い
事
を
意
味
す

る
と
考

へ
ら

れ

る
も

の
が
甚
だ
多

い
b
'こ
こ
に

「
源
氏
物

・語

」
の
美

の
根
本
も
暗
示
せ
ち

れ

て
ゐ

る
d

で
あ

る
。
第

二
つ
「
心
深

し
」

、の
類

の
語

は
、

叉
、
.「
意
志

」
も
し
く
は

「
決
意

」
と
㌧

て

の
「
心
」
の
深

ま

マ

い
喜
を
意
味

し
た

。

「
宮
仕

の
本
営
深
く
も

の
し
た
り
し
喜
び

」
(
桐
壼
)

「
高
ぎ
志
深
く

て
、
鰐

に
て
過

し

つ
づ

」
(
若
菜
上
)
「
名
残
だ

き
御
聖
心

b

深
く
な

り
行
く

に

つ
け
で
も

」
(
幻
)
「
中
將

の
君

の
道

心
深
げ

に
物
し

給

ふ
な

ど

」

(
橋
姫
)
等

の
や
う

に

「
本
意
」
「
志

」
「
聖
心
」

「
道

心
」

」
を
4も

つ
て
し
た
竜

の
と

「
佛

の
お
は
す
な

る
庭

の
有
様

、
遠

か
ら
す
思
ひ

遣
ら
れ
℃
、異
な

る
深

き
心
も
無
き
人
さ

へ
罪
を

失
ひ
り

べ
し
。」
(
御
法
)

の
や
ケ

に
軍

に

「
心
」
を
以

て
し
た
も

の
と
が
あ

る
3
ヒ

こ
に
は
、
情

的

り

も

要
素

も
あ

る
け
れ
ど
も
、
意
志
的
要
素

が

い
ち
ピ

る

も
く
強

い
と
見

る

べ

き
で
あ

る
。
、第
三

。

「
注
、意

」

「
心
用

ひ
」
等

の
心
が
深

い
事
を

「
心
深

h

、

し
L

の
類

の
語
を
以

て
い
ぴ
あ
ら

は
し

て
ゐ
る
場
合
も
見

い
だ

さ
れ

る
。

「
深

き
御
心
用
ぴ
や
」
(
甜
蝶

)「
用
意
深
く
恥
も
げ
な

る
け
は
ひ
」(
宿
木
)

等

の
や
う

に
い
ぴ
あ
ら

は
し
て
ゐ
る
事
が
多

い
が
、

「
心
深
く
た
ば
か
り

給

ひ
け
む
事
を
知

る
人
無

か
り
け
れ
ば
」

(
賢
木
)

の
ご
と
き
は
そ

の
曲
ハ

さ

.型

的
な

用
例

で
あ

る
。

こ

の
第

三

の
用

例

は
智

的

要
素

の
い
ち

じ

る
し

く

強

い
も

め

と
い

ぺ
る
。
・
第

一
2
第

二

の
用
例

に
比
す

れ

ば

、

こ

の
種

の
用

例

は
甚

だ

少

い
や
う

に
思

は
拠

る
。
h第

四

。

「
心
深

し

」

の
類

の
語

ば
、

心

を

う

つ
し
出

し

て
ゐ

る
世
界

す

な

は
ち

「
さ

ま

」

「
け

し

き

」

「
け

は

ゆ

ひ

」

に
お

け

る
情

調

の
世
界

の
深

さ
を
意

味

す

る
語

で
沿

あ
.つ
た

。

「
源

-
氏

物
語

」

の
作

者

の
鋭

い
感

畳

は
、

人

物

の
心
理

の
描

爲

を

、
、そ

の
ま

こ

.

と

に
鋭

い

筆

致

に
ポ

つ

で
立

派

に
成

し
途

げ

て
ゐ
た

と
同

時

に
、

人

物

に

お

け

る

「
さ
ま

」
.
「
け

し

き
」

「
け

は

ひ

」

の
や
う
な

全
艦

的
な

も

の
か

ら

受

け

る
感
、じ

を

も

(
亦

、

深

く

捉

へ
て

ゐ
た

の
で
あ

る
。

「
母
御

息

所

ひ
ビ
へ

い
と
重

々
し
く
心
深

き
様

に
物
し
侍

り
し
を
」

(
選
叩標
)
`
「
箪
衣

の
御
衣

ゆ

を
引
造
く
く
み

で
、
猛

き
裏
と

は
音

を
泣
き
給

ふ
様

の
、
心
深
ズ

い
と
ほ

し

け
れ
ば

」

へ
夕
霧
)
等

の
ご
と
き
悠

深

い

「
さ

ま

」
で
あ

り
、

「
と

ざ
ま
か
ケ
ざ
ま

に
忘
れ
む
方
な
'き
由
を

歎
き
給
ふ
け
し
き

の
い
と
心
深
げ

な

る
も
、

い
と
ぼ
し
う

て
」

(
宿
木
)

の
ご
と
き
は
心
深

い

「
け
し
き
」

定
あ
り
・

「
御
物
語
な
ど
せ
き

せ
給

ふ
け
は
ひ
な
ど

の
、

い
と
あ
ら
ま
ぼ

し
う
、

の
ど
や
か

に
心
深

き
を
見
奉

る
人

々
、
若
き
は
心

に
染

め
て
め
で

レほ

た

し

と
思

ひ
奉

る

」

(
総
角

)

「
こ

の
人

は
た

、

い
と

け
は

ひ
殊

に
、

心

も

が

深

く

、
な

ま

め

か

し

き
様

し

て

」

(
浮
舟

)

等

の
ご

と

き

は

心
深

い

「
け

は

ひ

」

で
あ

る
。

第

一
の
心

深

さ
と
共

に
、

ζ

の
種

の
心

深

さ
が

ま

こ
と

一27一

一



に
よ
ぐ

π
源
氏
物
語

」
め
美

の
性
格

を
示
し

て
ゐ
・ゐ
も

の
之
考

へ
ら
れ

る

の
、で
あ

つ
て
、
注
目
す

べ
き
用
例

で
あ

る
。
第
五
。
詩
歌

.
言
覧
明
.
建
物

等
か
ら
懸
得

せ
ら
れ

る
深

さ
も

「
心
深
し
」

の
類

の
語
を
以

て
い
ひ
あ
ら

は
し

て
・ゐ
る
ひ

「
そ

の
夜

の
歌

ど
も
、
唐

の
も
大
和

の
も
、
心

ば

へ
深
う

面
白
く

の
み
な
む
。
」
(
鈴
二錨
)

「
宮

の
御
前

に
は
、
あ

は
,れ

に
心
深

き
言

の
葉

を
審
し

て
恨

み
聞

売
」
(
夕
霧
)
「
い
と
め
で
た
き
御
佳

ひ
の
心
深
き
・

ド
を

・
な
ぼ

ふ
さ
世

し
か
ら
す

見
奉

る
」

(
東
屋
)
等

の
こ
乏
き

が
そ
れ
で

あ

る
。

こ
の
第
五

の
用
例

は
第

四

の
用
例

の
性
格
と
深
く
關
聯

し
.て
ゐ

る

も

の
と
考

へ
ら
れ

る
が
、
特

に
酒
詩
歌
や
言
語

の
心
深

さ
と

い
ふ
事

に
も
,

意
畿

の
向
励
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
實
は
、
歌
論
に
蛍

て
獲
展
せ
し
め

ら

れ
深
化
せ
し
め
ら

れ
た

ッ
心
」
ど

「
詞

」
と

の
相
關

の
問
題

に
も
蓮

る

わ
け

で
、
霜
過
し
が
た

い
も

の
が
あ

る
。
歌
論
書
老
歌

合
判
詞

と
を
通
じ

て
、
和

歌
・の
表

現

に
關

し

て
「
心
深

し
」
と

い
ふ

や
藷

な
語

を

用

ひ
、
、静

り

、
「

心
深

い
事

に
甚
だ
高

い
慣
値

を
認

め
、
そ
れ

に
積
極
的
な
關

心
を
示
し
た

も

の
は
、

「
源
氏
物

語
」
の
成
立
し
た
時
代

の
も

の
だ
け

で
な
く

、
そ
れ

以
後

の
も

の
に
つ
い
て
見

て
も
、
俊

成

の
出

現
究
見

る
ま

で
は
甚

だ
稀
な

の
昏
あ
つ

て
、
紫
式
部

と
ほ
ぼ
時

代
を
同
じ
ぐ
し
た
藤

原
公
任
が
心

の
深

い
事
を
第

一
義
的
な
も

の
と
し

て
重
要
覗
も

て
ゐ
た
事
を
除

い
て
は
極
ぐ

少
し
く
注
意
せ
ら

れ
た

に
過
ぎ
な

い
。
し
た
が

つ
て
、
紫
式
部
が
、
歌

の

直
ば

へ
の
深
さ
と

'い
ふ
黙

に
つ
い
て
そ

の
面
白
さ
を
述

べ
て
ゐ
る
事
㍉

「

心
」
と

「
こ
と
ば
」
と

の
深
い
關
係

か
ら
生

れ
た

「
あ
は
れ

に
心
深
き

」

感

に
つ
い
て
述

べ
て
ゐ

る
事

の
・ご
と
き

は
、
た

し
か

に
注
目
す

べ
き
も

の

が

あ

る
。

.

ξ

以
上

で
内
,「
源
氏

物
語

」
ヤ
に
お
け
る

「
心
深
し

」
」及
び
そ
れ
と
同
類

の

語

の
意
昧
内
容

は
大
禮

の
吟
味
を
下
し
得
た

か
と
思

ふ
。
そ
し

て
、
以
上

の
や
う
に
吟
味

し

て
來

る
と
、
「
源
氏
物
語
」
に
お

い
て
は
、

「
心

の
深

い

ゆ

事

」
が
非
常

に
重
要
な
事

で
あ
歎
(
そ
れ
が
美

の
理
想
と
非
常

に
深
く
結

び
つ

い
て
、ゐ
る
と

い
ふ
や
う

に
考

へ
ら
れ

て
來

る
で
あ
ら
う
凱
.
次

に
は
、

さ
う

い
ふ
問
題

に
つ
い
て
、
少

し
く
立
ち
入

つ
て
考

察
を
進
あ

て
見

る
事

'
と
し
よ
う
。

.

、

'

「
紫
…式
部
が
源
氏
物
語
創
作

に
於

て
抱
.い
て
ゐ
た
丈
学
的
理
念
、は
、
光

カ

源
氏

と
光
源
氏
を

め
ぐ

る
幾

多
の
人

々
の
生
活

に
於

て
罷
瞼

さ
れ

た
債
値

意
識

、
そ
れ
を
物

の
哀
れ
と

い
ぶ
精
神
的
方
向

に
於

て
観

照
し
よ
う
と
し

た
も
の
に
外
な
ら
な
い
.」
繍

難

霧

誕
「饗

選

羅

羅

;

「
源
氏
物
語
」
を
貫
く

さ
う
い
ふ

「
も

の
の
あ
は
れ
」

の
精
神

を

「
源
氏
物
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語

」
の
其

膣

的
な
姿

に
即
し

て
捉

へ
よ
う
ど
す

る
と
ギ

ま
つ
第

一
に
心

の

一

深

さ
と

い
ふ
嘉

起
つ
き
當

る
。

、
、

!ら

「
薄
雲

」
の
巷

に
、

「
淺

ま
し
う
も
疎
ま
せ
給

ぴ
ぬ

!喝
か

な
。
㌦眞

に
心

深
き
人

は
、
か
く

ζ
そ
あ
ら

ざ
な
れ
。
」

ど
あ
る
℃

こ
れ
拡
、
光
源
氏

の

言
葉

で
あ

る
。
光
源
氏
を
し

舵
こ
の
や
う
に
言

は
し

め
た

の
Lは
、
作
者

の

胸
中

に
ゑ
が
か
れ

て
ゐ
た

理
想
的
な

人
物

の
必
す
其

有
す

べ
き

心
的
條
件

軌

に
心

の
深
さ
が
あ

つ
た

と
い
ふ
享

に
外
な
ら
な

い
で
あ
ら

う
。

「
須
磨

」

の
巻

に
は
、

「
互

に
心
深
き
ど
ち

の
御
物
語

は
た
、
よ
う
つ

の
あ

は
れ
ま

ぞ

さ
り
け
む

か
し
。」

と
も

あ
る
。
心

の
深

い
人

々
は

「
も

の
の
あ

は
れ
」

の
世
界

に
深
く

ひ
た

る
事

の
出
來

る
人

々
な

の
で
あ

つ
た
。
又
、
「
総
角
」

の
巻

に
、

「
人

々
近
う
呼
び
出

で
給

ひ

て
、
御
物
語
な
ど

せ
'さ

せ
給

ふ
け



ノ

は

ひ
な

ど

の
、

い
と
あ
ら

ま

ぼ

し

う
、
.
の
ど

や
か

に
心

深
ぎ

を

、'
見

奉

る

L

人

々
、
、
若

き

は
評心
に
染

め

て
あ

で
た

し

と
思

ぴ
奉

る
。
」
と
あ

る
走

こ

ろ

の
・

ご

と

き

に
も

注

目
ぜ

し

め
ち

れ

る
。

こ
れ

は
、
薫

の
事

を

蓮

べ
た

と

こ
ろ

.'
で
あ

る
が

、
薫

の
物

語

す

る

「
け
は

ひ

」

は
、

の
ど

や

か

で

心
深

く

、

ま

こ
と

に
理
想

的

で
あ

つ
た

と

耐

ふ

の
で
あ

る
。

深

い
心

の
う

か

が

は

れ

る

「
さ
ま

」

「
げ

し
き

」

「
け

は

ひ

」

の
世

界

、
す

な

は

ち
、

深

い
心

が
姿

に
お

い

て
ほ

の
か
な

雰
園

氣

と

し

て
感

ぜ
ら

れ

る
美

の
世
界

が

理
想

的
な

世
界

で
あ

つ
た

わ
け

で
あ

る
。

し

か

し

、

こ

の
や
う
Lな

心

の
深

さ
が

眞

に

・す

ぐ

れ
た

美

と
な

つ

て
襲

現

せ

し

め
ら

れ

た
姿

の
典

型

的
な

も

の
を

求

め

る
と
す

る
と

、
次

の
や

う
な

場

合

が

董

れ
に

ふ

さ

は
し

い
と
す

べ
き

で
あ

ら

う

か

。

「
東

屋

」

の
巻

に
、

「
女

は

母
君

の
思

ひ
給

は
む

事

な

ど

、

い

と

歎

か
し

け
れ

ど

、
艶

な

る
様

に
心

深

く

あ

は
れ

に
語
ら

ひ
給

ふ

に
(

思

ひ
慰

め

て
下

り

ぬ

。
」

と

あ

る

の
が

そ

れ

で
あ

る
。

「
艶
な

る
様

に
心

深

く
あ

は
れ

に
語

ら

ひ
給

ふ

」
と

い
ふ

と

こ
ろ

は

、
浮
舟

に
語

る
董
…の
様

態

ノ

ロ

ノ

サ

を
描
爲

し

た

と

こ
ろ

で

あ

る
。
作
者

は
、

薫

に
お

い

て
、
・
「
心
深

さ

」

と

「
艶

」
と

「
あ

は
れ
」

と
が

渾

然

と

し

て
融

合

し

て
ゐ

る
美

を

描

き
、

そ

こ

に
理
想

的
な

姿

を

具
艦

化

↓

て
見

せ
た

も

の
に
外

な
ち

な

い

の
だ

と

思

`

ピ

し

ヘ

へ

ふ
。
な

ぼ
、

こ

の
ぼ

か

に
、

「
こ

の
入

は
た

、

い
と

け

は

ひ
殊

に
、

心
深

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
ピ

く

、
艶

か

し
き

様

し

て
、

久

し

か
〃

つ

る
程

、の
怠

り

な

ど

宣

ふ
も

言

多

か

ら

す

。
懸

し
悲

し
と

下

り

立
た

ね

ど

、
常

に
逢

ひ
見

ぬ
慧

の
苦

し

さ
を

、
昌

ヘ

へ

様

よ

き

程

に

う
ち

宣

へ
る
、

い
み
じ

く
言

ふ

に
は

ま

さ
り

て
、

い
乏

あ

は

ヘ

へ

れ
.と

人

の
思

ひ

ぬ
べ

き
様

を

し

め
給

へ
る
入

柄

な

り

。」

な

ど

と

い
ふ

や

う
な

描

爲

も

見

ら

れ

る
。

ζ
れ

も

、
薫

の
様

態

に

つ
い

て
物

語

つ

て
ゐ

る

、
"

お

も

へ

と

こ
ろ

で
あ

る
。

,

、

「
源
氏
物
語

は
ど
罷の
ゐ一
雀
を
と

つ
て
も

、
そ

こ
に

＼は
、情
調

の
全
腱
性
が

㌧
に
じ
み
出

て
人

に
迫

つ
て
來

る
。
、そ

の
情
調

は
詐
中

の
主
人

公
の
抱
く
感

情

の
展
開

の
不
自

然
さ
を
十
分

に
救

つ
て
ゐ
る
。

そ

の
全
艦
性

は
人
生
を

全
鳳
的
に
見

よ
う
と
す

る
式
部

の
翻

照
態
度

と
相
鷹

じ

て
、

一
巻

の
特

殊

性

を
全
篇

の
普
遍

性
た
ら

し
め
、、
全
篇

の
文

学
性
を
人
闇
性

の
象
徴

に
ま

で
高

め
て
ゐ
る
の
で
診

る
。
筋
や
事
件

と
し

て
は
、
短
篇

の
集
合

で
あ
り

な

が
ら
、
全
篇

と
し

て
情
緒

の
統

一
性
を
も

つ
て
ゐ
る
所
以

で
あ

る
。
」

前
記
、
木
枝
潜

一
氏
の
論
考

「
構
想

「
源
氏
物

語
」
全
篇
を
貫

く
か
う

い
ふ

＼

よ
り
観
六
ろ
源
氏
物
語
の
文
學
性
」

情
調

の
全
艦

性
や
か
う

い
ふ
情
緒

の
統

一
性

の
中
核
を
な

し
、
全
蒲

の
文

藝

性
に
象
徴

せ
ら
れ

て
ゐ

る
入
間

性

の
世
界

に
秩
序
を
與

へ
て
ゐ
る
秀

の

」
.

は
心
の
深

さ
で
あ
り
、
そ

こ
に
渾
然
と
し
て
滲
透

し

て
ゐ
る
も

a
の
中

で

29

特

に
際

立

つ
て
ゐ
る
美

的
要
素
が
艶
と
あ
は
れ
と
で
あ

る
と

い
ふ
事

が
出

一

來

る
で
あ
ら

う
か

。
そ
し

で
、
薫

の
ご
と
き
は

、
ざ
う

い
ふ
世
界

の
中
で
、

昌
理
想
臨
が

つ
典
型
的
な
美

と
そ

の
陰
騎
と
を
身

れ
あ

つ
め
な

が
ゴb
動

が
し

め
ら
れ

て
ゐ
る
人
物

の

一
人
で
あ

る
と

い
つ
て
よ

い
で
あ
ら
う
。

い
ひ
換

・
へ
れ
ば
、
ぼ

の
か

に
ゆ
ら
ぜ
漂

ひ
豊

か
な
陰
窮
を

つ
く
り

つ
つ
流

動
し

て

行
く
情
調

の
世
界

に
お
い
て
、
そ

の
中

に
滲
透
し

つ
つ
、
同

時

に
、

「
心

.

.
深

さ
」
と

「
艶

」
と

「
あ
は
れ
」
と

の
集
申
的

に
統

一
せ
ら
れ
た
姿

こ
そ

は

「
源
氏
物
語
」

の
理
想
的
か

つ
典
型
的
な
美

で
あ

る
に
外
な
ら
な

粉
の
、

だ
と
考

へ
ら

れ

る
。
そ

こ
で
は
、先

に
見
た

や
う
に
、
「
心
深
さ
」
の
「
心
」

も
、
そ
れ
ぞ
れ
用

ひ
ら
れ
た

位
置

に
お

い
て
、
意
味
内
容
を
異

に
し
な

が

ら
、
し
か
も
、

「
源
氏
物
語

」
全
篇

の

「
心
」
と
し

て
の
統

一
の
申

に
あ



撃

1

る

の
で
あ

る
。
「
源
氏
物
語
」
を
貫
く

「
も

の
の
あ
は
れ
」

と
い
ふ
の
は
、

か

う
い
ふ

世
界

の
上
た

立

つ
理
念

に
外
な
ら
な

い
わ

け
で
あ

る
げ

'

「
玉

の
小
櫛

」
に
お

い
て
、

「
源
氏
物
語
」
は

「
物

の
あ
は
れ
を
し
ら

し
む

る
こ
と
を
む
ね
と
か
毒
た

る
も

の
」
で
あ

る
と
断
じ
た
本
居

宣
長
も
、

「
も

の
の
あ
は
れ
」
を

感

ぜ
し

め
る
世
界

と
「
心
深

さ
」
と

の
關
聯

に
燭

れ

て
、

「
い
つ
.れ

の
物
語
も

男
女

の
な
か
乞

ひ
の
事
を
む
ね
と
-お
ぼ
く
書

き

た

る
は
、
よ

玉
の
歌

の
集
共

に
も
懸

の
歌

の
多
き
と
同
じ

こ
と
わ
り

に
て
、

人
の
情
の
ふ
ガ
差

老

こ
轟

に
垂

る
は
馨

れ
ば
也
。」
鮭

吻
声

い
ふ
や

う

に
述

べ

て
ゐ

る
が

、
何

よ

り
も
汽

,
「
源

氏

物

語

」

自

艦
が

、

「
模

」

の
雀

に
、

「
大
方

の
室

も

を

か

し

き

程

に
、

木

の
葉

の
晋

な

ぴ

に
、

つ
け

て
も

,
過

ぎ

に
し

も

の

の
あ

は
れ

取

り

返

し

つ

つ
ぴ

そ

の
折

汝
、

を

・
か

し
く

も

あ

は
れ

に
も

、
深

く
見

え
給

ひ
し

御

心
ぱ

へ
な

ど
も

思

ひ
出

で

聞

え
さ
す

。」

と

述

べ

て

ゐ
る
事

は
興

昧

が

深

い
。

「
過

ぎ

に
し

も

の
の

あ
'は

れ

」
が

、

そ

の
折

々
に

「
を

か

し

く
も

あ

は

れ

に
も

、
深

く

見

之
給

ひ

し
御

心
ば

へ
」
た

結

び

つ

い

て
ゐ

る
か
ら

で
あ
・る
。

、

三

む

,俊

成

な
、
「
歌

の
本
燈

に
は
、
た
だ
古
今
集

を
仰
ぎ
信
す

べ
き
事
な
〃
」

ま

と

「
古

來

風

艦

抄

」

の
中

に
述

べ
、

同
様

の
事

を
別

の
と

こ
ろ

に
お

い
て

も

述

べ

て
ゐ

る
。

「
古

今

和
歌

集
」

の
世
界

は
、

た

し

か

に
、

平

安

時

代

は
無

論

の
事

、
中

世
を
遮

貫

い

℃
和
歌
美

の
規

範

吉
し

て
仰

ぎ
奪

ぼ

れ
た

蟹も

の
で
あ

り

、
・俊

成

も
」新
・↓

い
歌

境

の
鴨完

成

へ
の
道

に
生

き

る

に
當

つ

て
、

何

よ

り

も
深

く

そ

の
事

を

畳
悟

し

て
ゐ
た

や

う

で
あ
rる
。
、
し

か

し

、

俊
成

は
、
∴
方

に
お

い
て
、
「
源
氏
物
語
」
を
歌
人
必
読

の
書

と
し
、

「
源

蟻
氏

見
ざ

る
歌

詠
み
は
遺

恨

の
事

な
リ
ロ

と

い
ふ
有
名
な
言
葉
を

六
百
番
歌

合

の
判
詞

の
中

に
遺

し

て
ゐ
る
。
し

か
も
隅

そ

の
俊
成
を
申

心
と
し

て
完

成

せ
ら

れ
た
薪
古

今
時
代

の
歌
境
を
熟

覗
す

る
と
、
そ

こ

に
は
、
た
し
か

,

に
、
古

今
的
な
も

の
の
展
開

や
傑
化

に

「
源
氏
物
語

」
的
な
も

の
が
い
ぢ

じ

る
じ
く
深
く
参

與
し

て
ゐ
る
事
を
認

め
な

い
わ
け
に
行

か
な

い
の
で
あ

つ
て
、
俊
成

に
お

い
て
必
読

の
書

と
・せ
ら
れ
た

「
源
氏
物
語
」
が
決
し

て

、輩
な

る
敏
養

の
書

で
は
な
か

つ
た
事
が
知
ら
れ

る
。
そ
し

て
、

か
う
い
ふ

に

め

-
黙

に

θ
い

て
、
俊

成

の
歌
論

の
方

面

か

ら
考

察

し

よ
う

と
す

る
と
、

ど

う

し

て
も

,
彼

の
批

評

用

語

で
あ

る

「
心
深

し

」
と

い
ふ
語

を

取
り

上
げ

な

"

け
れ

ば

な
ら

な

く

な

る
で
あ
ら

う

。

甲

私

は

、
か

つ

て
、

「
心
深

し
」

と

い
ふ
語

の
考
察

を
中

心
と

し

て
俊

成

30

の
歌
論
に
②

て
の
さ
さ
や
か
な
研
究
を
嚢

し
た
棄

あ
り

榴
諜

篭

編

鵜

騨

犠

「
そ
の
時
の
考

へ
の
骨
子
鏡

在
に
慰

て
も
さ
程
攣

噛
つ
た
と
て
う
が
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
必
要
と
認

め
ら

れ

る
範
園

で
要
瓢

に
鱗
れ

て
行

き
た

い
と
思
ふ
が
、

「
源
氏
物
語

」
に
お
け
る
心

の
深

さ
と

い
ふ
問
題
を
先

の
や
う

に
考
察
し

て
來

て
俊

成

の
世
界
と

比
較

し

て
見

る

と
、
h
・「
源

氏
物
語
」
に
お
け
る
文
藝
美

の
世
界
と
俊
成

の
そ
れ
と

の
間

に

ぱ
驚

く

べ
き
近
似
性
を
見
い
だ
ず

事
が
出
來

る
。
今

、
そ
れ
を
箇
條
的

に

指
摘

し

て
行

つ
て
見

る
と

、
次

の
や
う

に
な

る
か
と
思
ふ
。
.

第

一
。

「
心
深
し
」

の
類

の
語

は
、

π
源
氏
物
語

L
に
お

い
て
も
俊
成

に
お
い
て
も
用
例

が
甚
だ
多
く
、
か

つ
β
そ

の
意
味
す

る
も

の
が

い
つ
れ

・

に
お

い
て
も
高

い
償
値

が
あ

る
と
認

め
ら

れ

て
ゐ
る
。
俊
成
以
前

に
お
い



`

画

て
歌

の
心

の
深

さ

の
重
要
で
あ

る
事
を
特

辱
強
調

し
た

の
は
藤
原
公
任

で

あ

り
、
彼

の
著

「
新

撰
髄
騰

」
に
は
、

「
凡
そ
歌

は
心
深
く
姿

き
よ
げ

に

,
て
心

に
を
か
し
き
所
あ

る
を
す
ぐ
れ
た
り
と

い
ふ

べ
し
。
事
多
く
添

へ
く

退

塾

碧

見
ゆ
る
が
い
と
わ
ろ
覆

つ
。

一
筋
に
す
ぐ
よ
魂

な
む
よ

む

べ
き
。
心
す

が
た
あ
ひ
具
す

る
事
か
た
く
ぱ

、
,ま
つ
心
を
と

る
べ
し
。

、
づ

ひ
に
心
深
か
ら
す

ぱ
姿
を

い
た

"は

る
べ
し
。
」
と
み

る
。
し
か
し
、
公
往

以
外

の
歌

人
で
は
、
心
深

い
事
を

歌

の
第

一
義
的
な
も

の
と
し

て
強

調
し

た
歌
人
は
み
な

い
の
で
あ

つ
て
、
俊

成
が
あ
ら

は
れ

る
ま
漁
は
、

「
心
深

し
」

の
類

の
語
が
歌

合

の
判

詞

の
ご
と
き
に
見

之

て
ゐ
る
例
も
甚
だ
少

い

メ

ノ

の
で
あ

る
。
隆
し

て
、
俊
城

に
な

る
と
、
用
例

が
多

い
ば

か
り

で
な
く

、

例

へ
ば
、
御
裳
濯
川
歌
合

の
十
八
番

に
お
い
て
、
右

の
歌

「
心
な

き
身

に

も
あ
は
れ
は
し
ら

れ
け
り
鴫
立

つ
澤

の
秋

の
夕
暮
」
を

「
鴫
立

つ
澤

と

い
㌧

へ
る
、
こ
こ
ろ
幽
玄

に
す
が
た

お
よ
び
が
た
し
。」

と
評

し

て
ゐ
る
に
も

か
か
は
ら
す

、
左

の
歌

「
大
か
た

の
露

に
は
、何

の
な
り
ぬ
ら
む
扶

に
お
く

は
涙
な
り

け
り

」
を
亀
露

に
は
何

の
と

い

へ
る
詞

、
あ

さ
き

に
似

て
心
殊

に
ふ

か
し
L
と
評

し

て
、

こ
の
左

の
歌
を
勝
と
し

て
ゐ

る
や
う
に
、
心

の

深

い
歌

に
封
し

て
幽

玄
な
歌
よ
り
も
高

い
償
値

を
與

へ
て
み

る
例
さ

へ
も

見
ら

れ
る

の
で
あ

る
。
俊
成

に
お
い
て
も

心
深

い
事
は
歌

の
第

一
義

的
な

も

の
と
し

て
い
か

に
重

要
覗
せ
砂
れ

て
ゐ
た
か
が
ジつ
か
が
は
れ
る
で
あ
ら

う

9

.

・

・

第

二
。

「
心
深

し

{
の
意
味
内
容

と
し

て
は
、

「
源
氏
物
語

」
に
お

い

て
、
ま

つ
、
感

情
も
し
く
は
情

や
想
念

の
深
さ
乏

い
ふ
事
が
取
り
上
げ
も

れ

る
が
、
俊

成

に
お

い
て
も
同
様

で
あ
る
。
俊
成

は
、

「
古
來
風
燈

抄
」

〆

蠕
㌔

.

に

「
上
古

の
歌

は
、
わ
ざ
と
す
が
た
を
か
ざ
り

、
詞
を
み
が
か
む
と
せ
ざ

れ
ど
も

・
代
も
あ
が
り
人

の
心
む

す
譲

に
し

て
・
た
だ
詞

に
ま
か
せ
で

、

,
い
ひ

い
だ
せ

れ

ど
も

(

心

も

ふ

か
く
姿

も
た

か
く

き

こ
ゆ

る
な

る

べ
し

」

と
述

べ

て
ゐ

る
し

{
御

裳

濯

川
歌

合

の
判

詞

で
は

、
西

行

の
歌

に

「
あ

さ
亀

き

に
似

て
心
殊

に
ふ

か

し
」

「
心

ふ

か
く

し

て
、
姿

さ
び

た

り

」

「
心

ふ

か

く
姿

優

な

り
」

と

い
ふ

や
う

な

評

を

與

へ
て
、

心

の
深

ざ

の
い
ち
じ

る

し

い
も

の
が

あ

る
事

を

認

め

て
ゐ

る
し

、

叉
、
慈

鎭

和

尚
自

歌

合
を

見

る

.

・と

、

そ

の
特

色

に
お

い

て
、
西

行

に
非
常

に
近

い
も

の
を

持

つ
慈

園

の
歌
、

の

「
柴

の
戸

に
匂

は
む

花

は

さ
も

あ
ら

ば

あ
れ
な

が

め

て
け
り

な
恨

め
し

へ

.の
身

や
」
警

灘

四

の
ご
と
き

縞

し

て
、

「
心
か
ぎ
り
な
く
ふ
か
く

こ
そ
み
え
侍
れ
砺
」
4
と

い
ふ

や
う
な
評

を
與

へ
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ

事
實

二

か
ら
導
き
出
も
得
ら

れ
る
事
は
、
俊
成
が
表
現
を
通
し

て
感
得

せ
ら
れ

る

訂

深
く

て
切
實
な
感
情
と
か
感
動
と
か
あ

る
ぴ
は
想
念

と
か

い
ふ
も

の
浬
総

一

括
的

に
い
ぴ
換

へ
れ
ば
、
,深

い

「
糞

こ
と
」
と

い
ふ
も
め

を
歌

の
根
源
と

・

し

て
重
要
覗

し

て
ゐ
た

と
い
ふ
事

で
あ

る
と
思
ふ
。

第

三
。

「
源
氏
物

語
」
に
お
け

る

「
心
深
し
」

に
は
情
趣

や
惰
調

の
深

ざ
と
い
ふ
事
が
見

い
だ

さ
れ
、
そ
れ
は

「
源
氏
物
語
」

の
美

の
性
格
を
よ

く
あ
ら

は
す
も

の
と
し
て
注
目
せ
ら

れ

る
が
、
.俊
威

に
お

い
て
も
同
様

の

事
が

い
ひ
得
ら
れ

る
。
俊
成

が
、
六
百
番
歌
合

に
お

い
て
、

「
曉

の
涙

や

.

ぜ

め
て
た
ぐ
ふ
ら
む
袖
に
毫

Σ

鐘
の
音
か
な
」
驚

程

の
攣

評

し
て
、

「
せ
め
て
の
字
實
に
い
と
叶
ひ
て
も
聞
え
ね
ど
、
袖
に
お
》

る

な

ど

い

へ
る
、

心
深

く

聞

ゆ

。
右

勝

ち

侍

ら

む

。」

と

述

べ

て
ゐ

る
と

こ

ろ

や

、民

部
卿
家

歌

合

に
お

い

て
、
「
お

ぼ
か

た

に
あ

き
め

ね
畳

の
露

け
く

'



も

ぽ
違

誰
が
瞥

有
明
の
月
L
讐

麓

の
歌
を
評
し
て
、

「
秋
の
箋

.

の
露

け

く

ば

と

お
き

て
、

叉
た

が
袖

に
と

い

全
る
h
/
心
殊

に
ふ

か

く
も

侍

,

る
哉

。
猫

右

可

レ
爲

レ
勝

。
」

と

述

べ

て
ゐ

る
と

こ
ろ

の
ご

と
き

を

見

れ

ぱ

-,

あ

き

ら

か

で
あ
ら

う
。
,

'

ノ

第

四

。

・「
源

氏
物

語

」

に
お

け

る
文

藝

美

は

、

「
心
深

さ
」

と

「
艶

」
・

.

と

「
あ

は
れ

」
、ど

の
統

一
の
美

に
お

い
て
へ

そ

の
理
想

的
な

姿

を

見

い
だ

!

す

事

が
出

來

る
が

、

俊

成

に
お

い
て
ボ

、

さ

う
・い
ふ
美

を

幽

玄
美

と

し

て

具

腿
化

す

る
と

こ
6

に
最
高

理

想

が

あ

つ
た

の
泥

ど

い

ひ
得
ら

れ

る

で
あ

.・

コ　

レ

.
ら

う
。
俊
威
が
心
深

い
事
を

い
か

に
重
要
覗
し

て
ゐ
た
か
は
以
上

に
観

て

來
た
通
り

で
あ

る
。
し
か
も
、
俊
成

は
、
六
百
番
歌
合

の
判
詞
に

「
凡
そ

、

.

警

鋸

な
ぢ
む
薯

そ
可
見

二
庶
幾
垂

云
々
」
夢

憲

姦

調
し
、

「
古
來
風
艘
抄
」
に
は

「
歌
努

だ
よ
み
あ
げ
も
ん
詠
じ
も
し
た
る
に
、
、

な

に
と
な

く
艶

に
も

あ

は

れ

に
も

ぎ

之
ゆ

る
事

の
あ

る
な

る

べ
し

「。
」
と

、

彼

の
理
想

的

な
美

を

述

べ

て

ゐ

る

の
で
あ

る
。

マ

第

五
。

以

上

の
や
う

に
比
較

し

て
來

る
と
、

更

に

、
俊

成

が
慈

鎭
漁

術

自
歌
合
に
お
い
て
披
渥
七
た

「
違

か
た
歌
は
、
か
な
ら
す
し
も
を
か
レ

き

よ
し

を

や
ぴ

、

こ
と

の
こ
と

φ
り

を

い
ひ
き
ら

む

と
せ

ぎ

れ
ど
恩

、
も

と

よ
・り

詠
歌

と

い
ひ

て
、
た

穿
よ

み
あ
げ

た

る

に
竜

、・
打

ち

詠

じ

た

る

に

・
も

煽
な

に
と

な

く

え
ん

に
も

幽

玄

に
も

き

こ
ゆ

る

こ
と

の
あ

る

べ
し

ρ

よ

き
歌

に

な
ガ

ぬ

れ

ば

、
其

詞

す

が

た
　の
ぼ

か

に
、

景

氣

の
ぞ

ひ
た

る

や
う

な

る
ご

と
あ

る

に

や
。
」

・と

い
ふ

和
歌

理
想

論

の
ご

と
き

も

、
制

約

し

難

い
心
の
深
い
禦

制
約
芸

れ
な
い
漂
諜

垂

の
上
に
ゆ
ら
ぎ
ひ
ろ
が

る
美
を
読

い
た
も

の
と
し

て
、
「
源

氏
物
語
」
の
情
調
美

に
工深
く

つ
ら
な

る

も

の
で
あ

る
事
を
思

は
な

い
わ
け

に
L行
か
な

く
な

つ
て
來

る

の
で
あ

る
q

当
源
氏
物
語
》
の
情
趣
蓉

情
調
美
の
世
界
と
俊
成
α
.そ
れ
と
が
い
か

び

セ

に
近

い
も
の

で
あ

る
か
ぼ
も

は
や
あ
き
ら

か
で
あ
ら

う
。
こ

の
事
實

は
、

俊
成
が

「
源
氏
物
語
」

の
文
藝
美

の
核

心
に
肉
薄

し
て

い
か

に
深
く
か

つ

豊

か

に
揚

取
す

る
と

こ
ろ
が
あ

つ
た
が
を

充
分

に
語

つ
て
ゐ
る
燈

の
泥
と

い

つ

て

よ

い

で

あ

ら

う

。
.

.

,

℃

.

、

,
'

俊
威
の
歌
導

つ
い
て
深
渥

蟹

持
つ
℃
ゐ
ら
髪

後
鳥

勿
上
皇

は

、

俊

成

め

特

色

に

つ

い
.て

、

'

・

も

繹

阿

は

や

さ

し

く

え

ん

に
、
.
こ

こ

ろ

も

ふ

か

《

、

あ

は

れ

な

る

と

こ

ろ

む

、
も

あ

り

き

。

、

㌦

と

評

し

て
ゐ
ら

れ

る
が

、

こ
こ

に

、
「
源

氏
物

語

」
の

[
東

屋

」

の
巻

に
、

一

薫

の
様
態

の
美

を

語

つ

て
ゐ

る
、

32

,

女

は
、
毎

君

鯵
思

ひ
給

は
む
事

な

ど

、

い
と

歎
か

し

け

れ

ど

、
艶

な

る

一

様

に
心

深

く
あ

は

れ

に
語

ら

ひ
給

ふ

に
、
思

ひ
慰

め

て
下
り

ぬ
。

と

い
ふ

ど
ゼ

ろ

を
想

起

し

て
見

る
と
興

味

が

深

い
。
今

や
、

か

う

い
ふ
叙

　

述

の
近
似

が
決

し

て
偶
然

の
事

で
は
な
か

つ
た
事
が
考

へ
ら

れ

る
の
で
あ

る

。

、

唖

俊

成

は
、

「
長

秋

詠
藻

」

の
中

に
、

㍉

懸
せ
す

ぱ
人
は
心
も
無
か
ら

ま
ど

の
の
あ
は
れ
も
こ

れ
よ
り
ぞ
知

る
ザ

へ

と

い
ふ
作

を
遺

七

て
ゐ

る
。

こ
れ

倣

、

い
は
ば
、

俊

成

の

「
竜

の

の
あ

は

れ

」

論
で

あ

る
。

宣

長

に
よ

つ

て
取
り

上

げ

ら

れ
た

「
も

の
の
あ

舷
れ

」

が
心
の
深
い
事
と
深
ぐ
關
聯
し
で
ぬ
翁

は

「
源
氏
物
語
」
自
燈
が
物
語

ヴ

て
ゐ
惹
事
で
あ

る
つ
・「
源
氏
物
語
」
と
陰
威

の
世
界
と

の
相
關
關
係
を



'

以

上

の
や
う

に
観

て
來
た

と

こ
ろ

よ

り
す

れ

ば

、
俊

成

の

い
ふ

フ
も

の

の

あ
.は
れ
」

も

亦
宣

長

の

「
も

の

の
あ

は
れ

」
と

深
6く
相

通

す
'る
も

の
で
あ

婚る

と
考

へ
る
事

が
白

然

で
あ
ら

う

。
そ

ζ

で
、
宣

長

の

「
玉

の
小

櫛

」
を

も

ヶ

一
度

見

直

し

て
み

る
と

、

そ

の

「
源
氏

物

語

」
論

の
核

心

の
部

分

に

次

の
や
う

に
述

べ
ら

れ

て
ゐ

を
事

が
注

日

せ
ら

れ

る

の
で

あ

る

、

此

物
語

は
、

よ

の
中

の
物

の
あ

は
れ
,の
か

ぎ

り

を
書

き
あ

つ
め

て
、

よ

む

人

を

深

ぐ
感

ぜ

し

め
む

と

作

れ

る
物

な

る

に
、

此
懸

の
す

ち
な

ら

で

,は
、

人

の
情

の
"さ

ま

ざ

ま

と

こ
ま

か
な

る
有

さ
ま

、

物

の
あ

は
れ

の
す

、ぐ

れ

て
深

ぎ

と

こ
ろ

の
味

ひ

は

、
あ

ら

は

し

が
た

ぎ

故

に
、
嫌

に

此

ナ

参

を

、
む

ね

と

多

く

物

し

て
、

懸

す

る
人

の
、

さ
ま

ざ
ま

に

つ
け

て
、

な

す

わ
ざ

思

ふ

心

の
、

と
り

ど

り

に
あ

は

れ
な

る
趣

を

、

い
と
も

こ
ま

や

か

に
か

き

あ
ら
憶

し

て
、

'も

の

の
あ

は

れ
を

つ
ば

し

て
見

せ
た

り

。

後

の
事

な

れ

ど

、俊

成

,
三
位

の

.「
懸

せ
す

ぱ
、入

は

心
も
な

か
ら

ま

し

物

・

の
あ

は
れ
も

こ
れ

よ
り

そ

し

る
」

と
あ

る
歌

ぞ
、

物
語

の
本

意

に
よ
¢

あ

た

れ

り

け

る
。

・

、

・

"
、
・

-
物

語

と

い
ふ

も

の
は

「
も

の

の
あ

は

れ

」

の
か

ぎ

り

を

書

き
集

め

て
読

,
者

の
心

に
深

く
感

ぜ

し

め

よ

う
と

す

葛
も

の
で
あ

る
が

、

,「
も

の

の
あ
は

れ

」

の
殊

に
深

い
味

ひ
と

い
ふ

も

の
は
懸

愛

感

情

の
世
界

に
お

い
て
最
も

を

よ
く

あ

ら

は

し

得

る

の

で
あ

る
か

ら

(

「
源

氏

物
語

」

は

、
'懸

愛

の
種

々

ご
相

を

描
く

事

に
ょ

つ

て
、
.
「
も

の
の
あ

は
れ
」

を

つ
く

し

て
見

せ

た

の
で

あ

る
と

読

き

、
俊

成

が

「
懇

せ
す

ば

人

は

心
も

な

か
ら

ま

し
も

の

の
あ

は

れ

も

こ
れ

よ

り

ぞ
知

る
」

と

詠

じ
た

心

は

、

さ
う

い
ふ

物
語

β
本

意

に
よ

く

當
ろ

て
ゐ

る
、

と
道

破

ゐ

て
ゐ

る

の
で
あ
、る
。
.、「
源

氏

吻
語

」

の
精

神
冴

'
ひ

,

.

塾

を

「
も

の

の
あ

は
れ

」

に
よ

つ

て
捉

へ
て
そ

の
核

心
を

衝

い
、た
宣

長

は
、

ぜ

俊

成

の
志

向

し

た

と

こ
ろ

に
劉

し

て
も

よ

い
理
解

者

の

一
入

で
あ

つ
た

と

い

ふ

べ
き

で
あ

る
。四

・

'

・
,

.

以
上
は
,

「
源
氏
物
語

」
冒的
な
も

の
と
俊
成

の
世
界
と

の
近
似

性
と

い

ふ
劣

面
か
ら

、
爾
者

の
關
係
を
観

て
來
た
め

で
あ

る
が
、
次

に
、
俊
成
自

.身

が

「
源
氏
物
語

」
を

い
か

に
槻

て
ゐ
た
か

に
つ
込
て
述

べ
て
見
た

い
9

こ
こ
で
は
、
第

一
に
、
俊

域
が

「
源
氏
物
語

」

の
美

の
性
格
を

い
か
な

る
も

の
と
し

て
捉

へ
て
ゐ
た
か
、
第

二
に
、

「
源
氏
物
語

」

の
美

か
ら
学

び

取

つ
て
、
あ
ら
た
な
和
歌

美
を
創
造

す
る
上
に
、
意
識

的

に
は
、

め
か

一

な

る
態
度
を
も

つ
て
臨
む

べ
き
で
あ

る
と
し

て
ゐ
た
か
、
と

い
ふ

こ
つ

の

33

方

面
か
ら
見

る
事
が
禺
來

る
。

一

六
百
番
歌

合
を
見

る
と
、
藤
原
良
経

の
作

、

見

し
秋

を
何

に
残

さ
む
草

の
原

ひ
と

つ
に
か
は

る
野
遽

の
け
し
き

に

や

く

,
・

,

(枯
野
、
十
三
番
左
、
勝
)

を

、
右

の
方

人
が

「
草

の
原

、
聞

き

よ
ら

す

」

と

難

じ
た

σ

に
封

し

て
,、

俊

成

は
、
「
左

、
何

に
残

さ
む
草

の
原

と

い
ぺ

る
、

艶

に

こ
そ

侍

ゐ
め
れ

。

右
方

人
草

の
原

難
申

之

條

、
尤

う
%

た

あ

る

に

や
α

紫
式

部

、
歌

よ

み

の

程

よ

り
も

、
物

書

く

事

は
殊

勝

な

り
,。

そ

の
上

、
花
め

宴

の
巻

は
殊

に
艶

な

る
も

の
な

グ

。

源
氏

見

ざ

る
歌

詠

み

は
遺

恨

の
事
な

り

。
」

と

蓮

べ
て

∈̀

ゐ

る
。
良

維

の
歌

は
、

「
源

氏
物

語

」

の

「
花

宴

」
め
碁

の
、
朧

月

夜

の
-

な

ア

も

歌

の

あ

た

り

、

す

な

,は

ち

、

、

嘱
.

、

φ



噂

,

'

'

憂

き

身

世

に
や
が

て
消

之
な

ぱ

尋

ね

て
も

草
.の
原

を

ぱ
問

は
じ

と

や

＼

患

ふ

:

,

.

、
、

.
、
・

'

一

∵

ど

い
ふ
様

、
.
艶

に

な

ま

め
き
」た
り

。

r

勘

㌔
、
`

の
あ

た

り

の
優
艶

な

情
.趣
美

が
背

後

に
置

か

れ

て
み

る

の

で
あ

る
。
さ
で

ふ

俊

成

は
、
右

の
評

に
お

い
て
、

「
花

宴

」

は
殊

に
艶

で
あ

る
と

い
つ

て
ゐ

'

る

。

さ
う

す

る
込

、
破

は

「
源

氏
物

語

」

の
美

を

艶

で
あ

る
と
襯

て

ゐ
た

-

裏

に
な

る
。
彼

は
ハ

叉
、

紫
式

部

を

諦

し

て
、

歌

人

と

し

て
よ
り

も

物
語

ヒ

の
作
者

と

し

て
殊

勝

で
あ

る
と

喝

破

し

て

み

る
。
彼

は

,「
源

氏

物

語

」
と

そ

の

作

春

紫

式

部

と

を

無
批

判
的

に
迎

へ
て
は

ゐ
な

か

つ
た

の
で
あ

つ

て
、

こ

め
批

評

に
は

、

さ
す

が

に
大
歌

人

で
あ

り

「
源
氏

物

語

」

の
研

究

者

で
も

あ

つ
た
俊

成
わ

鏡

さ
と

き

び

し

さ

と
が

う

か

が

は

れ

る
。

一
女

に
、
ψ同

じ

六
百

番
歌

合

に
.、
・藤

原
家

房

の
作

、

γ

次

き

み

だ

る
野

分

の
風

の
荒

け
れ

ば

安

き
室

無

き
花

の
い
ろ

い
ろ

∴
、

(
野
分
、
土
+
六
番
右
、
勝
)

に

つ

や

て
、
俊

成

は
、

「
吹

き

み
だ

る
と
置

け

る
、

源

氏

の
野

分

の
玉

か

づ
ら

な

ど

思

ひ

出

で
ら

れ

て
艶

な
な

様

に
は
侍

る

に
や

。
」
・
と

評

し

て
ゐ

る
。

「
源

氏

物
語

」

の

「
野

分

」

の
巻

に
、
～

,

ノ

中

宮

の
御

前

に
、
.
秋

の
花

を
植

ゑ
さ

ぜ
給

へ
る
事

、
常

の
年

よ

り
も

見

所

多
ぐ

、

い
ろ

く

さ

を

つ
く

し

て
、
由

あ

る
黒

木

・
赤

木

の
籠

を

結

ひ

腎

交

ぜ

つ

つ
、
同

じ

き

花

の
枝

ざ
し
㍉

姿

、
朝

夕
露

の
光

も

世

の
常

な
ら
、

す

、

玉

か
と

輝

ぎ

て
造

り
渡

せ

る
野
・邊

の
色

を

見

る

に
は

、

叉
、

春

の

.
山
も

忘

ら

れ

て
、
涼

し
う
面

白

く

、

心

も

あ
く

が

る

る
や
う
な

り

。

碑
と

が

、

＼

'

心
奄
と
な
く
思

七

つ
つ
萌

け
暮

る
る
に
し

こ

の
花

の
色
増

る
粛
色
ど
も

を

御
覧
す

る
に
・
野
分
例

の
年

よ
り
も

お
ど
ろ
お
ど
ゲ
し
ぐ
w
塞

の
芭

攣

り

て
吹
き
出

づ
。

・

、

㌃

.

」と
か
あ
る
や
う
な
と

こ
ろ
を
背
景
乏
し

て
、
,玉
か
づ
ら

が
、

-

「

吹
き
臨

ゐ
風

0
氣
色
に
女
郎
花
萎
れ

死
ぬ

べ
き

心
地

こ
そ
す

れ

と
詠

じ

て
ゐ
る
部
分
な

ど
た

猿

つ
て
、
六
百
番
歌

合

の
歌
も
詠
費
ら

れ

て

ゐ
る
。
そ
し

て
、
俊
成

は
こ

の
や
う
な
情
趣
美

を
艶

で
あ

る
と
見

て
ゐ
る

　

ダ

ノ

の
で
あ

る
。

叉
(
俊

成

は

、
水

無
瀬

殿
懸

十

五
首

歌

合

に
お

い

て
、

後

鳥

羽

上
皇

の

御
歌

、

♂

・

.

、.

君

も

も

し

な

が

め
や
す

ら

む

族
衣

朝

た

つ

月
を

室

に
ま

が

へ
て

,

奪

(
覇
中
懸
、

三
十
三
番
左
も

勝
)

に
封

す

る
評

に

、
一
「
朝

た

つ
月

を
塞

に
ま

が

へ
て
と
侍

る
心
す

が
光

、

源

氏

物
語

璽
花

の
え

ん

の
歌

な

ど
思

ひ
出

で
ら

れ

て
、

い
み

じ
く

え

ん

に
み

え
侍

り

。
」
瓢と
記

し

て
ゐ

る

。

こ

こ

に

「
袴

の

え
ん

の
歌

し

と

い
ふ

の
は
西

.
「
花

宴

」

の
巻

に
あ

る
光
源

氏

の
歌

↓

、

燈

に
知

ら

ぬ

心

地

こ
そ

す

れ
有

明

の
月

の
行

方

を
室

に
ま

が

傷
て

、

噌を

指

す

。
ヒ

と

で
も

、
俊

成

は

「
源

氏

物
語

」
、の
艶

の
美

に
濁

れ

て
ゐ

る

の
で

あ

る
。

、

先

に
、

「
源

罠

物

語

」
に
お

け

る
情

諏
陥美

・
情

加調
　美

の
重

要
な

性
格

と

ノ

し
.て

「
艶

」
が
認

め
得
ら

れ
た
。
俊
成

の
理
想

と
し
た
和
歌
美

に
お

い
て

、
も

亦

「
艶

」
は
甚
だ
重
要
な
も

の
で
あ

ρ
た
。
俊
成

の
求
め
た
最
高

の
歌

境

は
、
優
艶
美

の
理
想
的
形
成
に

あ

る
と
さ

へ
い

へ
る
。
そ
し

て
、

さ
う

/

一34-一
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㌃



い
ふ
俊
成

に
よ
つ

て
い

「
源
氏
物
語
」
か
ち
深

く
感
受
せ
ら

れ

て
ゐ
た
も

の
も

「
艶
」

に
外
な
ら
な
か
う

た

の
で
あ

る
。

「
源
氏
見
ざ

る
歌
詠

み
は

遺
恨

の
事
な

り
。」

と

い
、ふ
言
葉

は
、
艶
な

る
も

の
を
深
く
昧

ふ
感
受
力

に
峡

け

て
ゐ
る
黙

に
樹
す

る
非
難

で
あ

つ
た
と
同
時

に
、
艶

の
美

を
眞

に

深
ぐ
理
解
し
得

る
た

め

に
、
一
「
源
氏
物
語

」
は
必
読
す
襲

き
も

の
で
あ

る

事
を
翁

し
た
も
㊨
で
薯

箱

違
な
い
・
作
品
讐

の
淺
奮

〆

の
抗

議

で
あ

つ
た

と
同
時
、に
、
彼

の
理
想

が

い
か
な

る
方
向

の
美

に
傾

い
て
ゐ

た

か
を

暗

示

し
套

口
葉

で
も

あ

つ
た

と

い

へ
る
。

§
、

臨

、

も

つ
と
も
、
軍

に

「
源
氏
物
語

」

の
美

に
艶
な

る
も

の
を
認

め
る
乏

い

ふ
事

だ
け

に
つ
い
て
い

へ
ば
、
そ
れ
は
當

時

の

「
源

氏
物
語
」
を
読

ん
だ
ー

者

の

一
般

に
遇
・す

る
事
で
あ

つ
た
と

い
つ
て
よ

い
で
あ
ら

う
。

「
原
中
最

秘
紗
」

の
中

の

「
夢
「浮
橋

」
の
條
…
に
、

凡
以
二
獣
暦
塀

之
文
集

一
場

露

紫
式
部

源
氏
ご
と
古
來
よ
り
ま
脱

っ峰
へ
た

銑

。
詞

の
優
一艶
更

に
無

二
比
一獺

一
ゆ
Lゑ
也

。

と

記
さ

れ

て
ゐ

る

。
し

か

し

、
當

時

の
-一
般

歌

人
達

は
、
俊

成

等

の
や
う

に
、

『
源

氏

物

語

」
を

深

く
味

読

し

て
は

ゐ
な

か

つ
た

。

ま

し

履
、
・俊
成

等

の
や
う

に
艶

な

る
も

の
を

深

《
知

る
と

い
ふ

や

う
な

事

は
「甚

だ
む

つ
か

一

し

い
事

で
あ

つ
た

で
あ

ら

う

。
後

京

極
自

歌

合

に
見

ら

れ

る
次

の
例

の
ご

と

き
も

、
か

う

い
ふ
黙

に
關

す

る
溝

息

を

ま

こ
と

に
よ
く

物
語

つ

て
ゐ

る

と

思

ふ
。

後

京

極
自

歌

合

、
七

十
三

番

。

一

左

別

懸

7

、

忘

れ
じ

の
契

り
を

た

の
む
別

か

な

そ

ら
行

く
月

の
宋

を
が

ぞ

へ
て

ノ

O

辱

㍗

・

存

右

舟

中

懸

、

'

、
卜
.
巳

「

浮
舟

の
た

よ
り
も

し
ら

ぬ
浪

路

に

も

み
し

面
影

の
た

た

ぬ

日

ぞ
な

き

此
番

、
勝

劣

分

ち

が
た

く

見

え
侍

力

。
-
大

方

倣
申

す

も

恐

れ
侍

れ

ど

'

も

が
歌

ぼ

よ
董

へ
h
其

よ

り

え
ん

な

る
所

の
名

な

ん
ど
侍

ら

ね
ど

、
、

}

左

の
、
忘

れ

じ

の
と

い

ひ
、
右

は
、
た

よ
り
も

し
ち

ぬ
波

路

に
も

な

ん

ど

い

へ
る
姿

詞

つ

か

ひ
、

何

ど
な

く

え
ん

に
も

優

に
も

き

こ

え
侍

る

を

、

世

の
人

は
心

え
す
侍

る
な

る

べ
し

。

い
つ

か
た

も

、

お

と

る
と

、
・

申

し

が

た

し

。
持

と
す

べ
し
。

.、

、

「
忘

れ

じ

の
」

と

い
姦
歌

に
は
直

接

に
櫨

り

ど

こ
ろ

乏
な

つ
た

も

の
が

あ

る
か

ど

う

か

今
あ

き

ら

か
,に
す

る
事

が
出

來

な

い
σ

「
浮
舟

の
」

と

い

巌

は

、

「
狭

衣

物

語

」

蜷
櫛

二

の
、

`

「

、

一
　

.う
き
船

の
た

よ
り

に
行
か
む
わ
た

つ
海

の
そ

こ
乏
敏

へ
よ

跡

の
し
ら

3

-
な

み

、

㌃

,

一

あ
は
'れ
。

.

、

,

と
あ

る
狭
衣

の
大
將

の
歌

に
擦

つ
た
も

の
と
見

て
瓦

い
で
あ
ら

う
。
右

の
,

二
首

の
ご
と
き
が
平
安
時
代

の
物
語

⑳
情
趣

に
通
じ

て
ゐ
喝
上

い
ふ
や
う

な
事

に
封
す

る

帖
通
り

の
到
断

だ
け
で
あ

ち
な
ち

ぱ
、
當

時

の

一
般
歌
人

達

犀
と

つ
て
は
、
さ
程
む

つ
か
し

い
事
で
は
な

か
つ
た

で
あ
ら
ケ
が
、
最

・

も
大
切
な

事
は
、
和
歌
美
と
し

r
形
成

せ
ら

れ

て
か
ぎ
り
な

い
芳
香
を
焚

し

て
幽

る

「
艶
」

の
微
妙

さ
に
眞

に
深
く
鰯

れ

る
と
い
ふ
事
で
あ

つ
て
、

さ
ケ
い

ふ
窯

に
な

る
と
、
李
凡
な
鑑
賞
眼

の
持

ち
主

で
は
ほ
と
ん
ど
不

可

能

の
妻

の
で
あ

つ
た

憂

成
が

「
左

の
・
忘

れ
じ

の
と

い
ひ
、
右
璽

た

よ

り
竜

し
ら

ぬ

波

路

に
も

な

ん
ど

い

へ
る
姿

詞

つ
か

ひ
、
何

と
な

く

え

R
.

、



●

呼

ジ

.ん

に
も
優

に
窓

き

こ
え
侍

る
を
、
世

の
人
は
心
え
す
侍

る
な

る
べ
し
。
」

・と

い
つ
た

の
は
、
か

う
い
ふ
高

い

「
艶
〔

の
美
を
解

し
得

る
歌
人

の
乏
る

か

つ
た
事

に
饗
す

る
深

い
歎
息

で
あ
つ
た

と
い
は
な

け
煎
ぱ
な
あ
に駕

い
。

そ
し

て
、
俊
成
が
眞

に
深
く
求

め
た
美

は
、
途

に
、

「
艶
」
即

「
幽

玄
」

　

ノ

し

と

い
ふ

や
う

な

碓
醇

か

つ
玄
妙

な
美

に
外

な

ら

な

か
つ

た

の
で
あ

り

、

そ

.

・
こ

に
あ

ら
た

な

創

造

が

あ

つ
た

わ

け

で
あ

る
。
,「
忘

れ

じ

の
」
の
歌

と

「
浮

班

の
」

の
歌

と

の
二
首

は

、

い
つ

れ
も

、
,定

家
な

ど

も

注

目
し

た
も

の

の

や
う
雲

、
「
薪
勅
撰
和
歌
集
」
に
は
二
夏

に
業

士

一譲

茨

集
し

!

て

ゐ

る

の
で
あ

る

。

'

、

次

に

、
俊

成

が

、

「
源

氏

物
語

〕

の
世
界

の
中

に
直
接

の
撮

り

ど

之
ろ

,を
水
め
て
和
激
美
を
形
成
す
る
に
當
つ
て
は
い
か
な
る
態
度
雀

る
べ
凌

'
も

の
と
し

て
ゐ
た

か

に

つ
、い

て
観

て
行

か
な
げ

れ

ぱ
な

ム

な

い
。
,

'
』
八
百
番
歌

合
を
見

る
と

、
藤

原

家
房

の
作

、

,

.

.
折

り

て

こ
そ
見

る

べ
か

り

け
れ

夕
露

に
ひ
も

と

く
花

の
光

あ

り

と

は
二

、

(夕
頻
、
十

三
番
右
、・
勝
)

モ

ム　

に
封

し

て
、

左

の
方

人

が

、

「
右

歌

、
偏

に
源

氏

の
物
語

ば

か
り

を

思

へ

る
た

め
、
歌

合

の
誰

事

如

何

。
」

と
難

じ

た

の
を
受

け
、
俊

成
ば

、
「
右

、

偏

に
源

氏
物

語

に
は

侍

れ
警

、

叉
、

歌
様

優
な

ら

ざ

る

に
は
あ

ら

ざ

る

に

㌧

や
。
」

と
評

し

て
ゐ

る
。
㌃
「
折

り

て

こ
そ
」

の
歌

は

、、,.「
源
氏

物
語

」
の

「
夕

顔

」

の
雀

に
、

光
源

氏

の
歌

、

・

.

艦

・

グ

寄

り

で
こ
そ

そ

れ

か

と
も

見

め
黄

昏

に
ほ

の
ぼ

の
見

つ

る
花

の
夕

顔

夕
顔

の
歌

、

「

.
,

、

ノ

ノ

光
あ
り
と
見
し
毒

の
王
露
は
暮

時
の
そ
ら
目
な
り
け
り

と

あ

る

の

に
も

と

つ

い

て
詠

ぜ
ら

れ

た
も

の
で
あ

つ
た

ノ
俊

成

も

、
'左

の

ー

方

人

の
意

見

に
同
意

し

て
、

ひ
と

へ
に

「
源

氏
物
語

」

に
篠

つ

て
ゐ

る
黙

.の
』非
は
認

め

て
ゐ
た

や

う

で
あ

る
。

し

か

し

、

「
折

り

て

こ
そ

」

O
歌

に

は

、
鵜

歌
美

と
し

て

の
「
優
」
の
美

が

形

成

せ
ら

れ

て
ゐ

る

の
で
あ

つ

で
、

ヤ

コド

ア

物

語

の
世
界
を
飴
情

と
し

て
感

ぜ
し
め

る
や
う
な
、
な

だ
ら
か

で
清
ら
か

な
美

が
見
ら
れ
も
す

る

の
で
あ

る
。

さ
ケ

い
ふ
長
所
を
、
俊
成

は

「
歌
様

.

優
な
ら

ざ

る
低

あ
ら
ざ

る
に
や
」
と
評
し
て
、
勝
を
許
し
た
も

の
と
考

'
へ
ら

れ

る

。

、

'

・

、

㌦

,

も

,
同

じ

く

、

六

百

番

歌

合

に

、

藤

原

隆

信

の
作

、

レ

・

た

そ
が
れ

に
ま
が

ひ

湊

け
る
奮

名
を
遠
方
人
や
問

は
箸

へ
む

。
.

∩
夕
璽

大

番
右

、
持
)

。
,
一

を

評

し

て
、
俊

成

は

、

「
今

の
歌

は
、
引偏

に
源

氏
を

思

ぴ

て
詠

め

る
、
然

馳

ゐ

べ
か

ち
す

、
源

氏

の
た

め
も

悪

し

く
な

つ

ぬ

べ
し

。
」
と
述

べ
.て
ゐ

る
。

一

こ

の

「
た

そ

が

れ

に
ヒ

の
歌

は
、

「
源

氏

物

語

」

の

「̀
夕
顔

」

の
巻

に
、

ぎ

り

か

け
だ

つ
物

に
、

い
と
青

や

か
な

る
葛

の

、

心
地

よ
げ

に
は

ひ
か

か

れ

る

に
、
白

き

花

ぞ

、
お

の
れ

μ

と
ヶ

の
笑

み

の
眉

開

け
た

る
。

「
遽

方

人

に
物
申

す

」

と

ぴ

と
り

こ
ち
給

ふ
を

、
御

随

身

つ
い

ゐ

て
、

「
か

の
白

く
嘆

け

る
を
な

む

夕
顔

と
申

し
侍

る
。
花

の
名

は

入

め
き

て
貞

か

う

あ

や
し

き
垣

根

に
な

む

嘆

き
侍

り

け

る
。
」
と
申
す

。

ギ
、

と

あ

る
と

こ
ろ
を

中
心

と

し
、

売

の

「
択

り

て

こ
そ
」

の
歌

め
場

合

に
も

.

コ

引
用
し
た

「
寄
り

て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見

め
黄
昏

に
ぼ
の
ぼ

O
見

つ
る
花

の
夕
顔
」
の
歌
な
ど
を
思

ひ
浮

べ
て
作
ち
れ
た
も
め

で
あ

る
。
と

こ
ム
で
、

コ

じ

へ

こ
め
歌

の
ご

と
き

に
な

る
と

、

全
く

物

説
曝
に
擦

り

切

り

て
、

何

ら
新

し

い

、
し

.

.



'

猫
自

の
世
界
が
形
成
せ
ら
れ

て
は
ゐ
な

い

の
で
あ
る
。

「
源
氏

物
語
を

ひ
(

・
と

へ
に
思

つ
て
ゐ

る
作

で
あ
り
な

が
ら

、

「
源

氏
物
語

」
の
情
趣
も
感

ぜ

ら

れ
な

い
し
、

こ
の
歌
猫
自

の
鹸
情

は
無
論

無

い
の
で
あ

る
。
俊
成

は
、

か
う

い
ふ
作

に
は
、
極

め
て
嚴

し

い
態
度
を
も

つ
て
臨

ん
だ

の
で
あ

る
。

か
う

い
ふ
作

の
や
う

に
ひ
と

へ
に

「
源
氏
物
語

」
を
思

つ
て
作

る
と

悪
ふ

事
は

「
源
氏
物
語
『
め

た

め
に
も
悪

し
く
な

る
で
あ
ら
う
、
と

い
ふ
。

と

れ

は
、

「
源
氏
物
語
」
を
奪
重
し
た
態
度

で
あ

る
と
同

時
に
、
和
歌
猫
自

,
の
償

蟹
を
思

ひ
、
和
歌
自
農
め
猫
創
性
を
奪
重

し
た
極

め

て
愼

重
な
態
度

.
の
あ
ら

は
れ
た

外
な
ら
な

い
σ
だ

と
思
ふ
。
か
う

い
ふ
態
度

は
、
俊
成

の

歌

人
と
し
て

の
偉
大
さ
と
指
導
者

と
し

て
の
識

見

の
高

さ
乏
を
語

つ
で
鹸

り
あ

る
も

の
と

い
つ
て
よ

い
。

㌃

、

,

五

.

俊
成

の
求
め
た
和
歌
美

の
世
界
が

「
源
氏
物
語
」

に
お
け
る
文
藝
理
念

や
そ

の

具

艦

化

せ
ら
れ
た
美

の
世
界
と

い
か

嗅
深

W
關
係

に
あ

つ
た
か

は
、
以
上

の
考

察

に
よ

ρ
て
、
・凡
そ
あ
苞
ら

か

に
し
得
潅
か
と
思

ふ
。
し

か
し
、
俊
成

の
求

め
た
も

の
は
、
箪

に
、

「
源
氏
物
語

」

の
再

現
と

い
ふ

ぶ

ダ

・や
与
な
事

で
は
な

か

つ
た
、
俊

成

の
求
め
た
も

の
は
、

「
源

氏
物
語
」
を

形
成
し

て
ゐ
㌦る
言
葉

の

一
つ

一
つ
に
寵

る
微
妙
な
味

ひ
に
竜
深
く
分

け
入

つ
て
、
そ

の
情
趣
美

つ
情
調
美

の
醍
醐
昧
σ

申
に
い

き
つ
ぐ

と
共

に
、
.、そ

れ
か
ら
出

で
て
、
和
歌

猫
自

の
高

い
文
藝
美

を
あ
ら
た

に
創
造
す

る
事

に

、、よ

つ
て
、

「
源

氏
"物
語

」

の
美

に
あ
ら
た
な

生
命
を
與

へ
て
行
く
事

に
あ

ヴ
た

の
℃
あ

る
。
.
こ
こ
に
、
.傳
統

め
中

に
眞

に
生
き
よ
う
と
す

る
者

の
ま

こ
と

に
き
び
し

い
姿
を
見

い
だ
す
裏
が
出
來

る
コ

.俊
成
が
和
歌
自
膣

の
傳
統

を
正
面
か
ら
正
し
く
承

け
縫

い
で
生
き

よ
う

と

し
訟
κ
態
度
は
、

「
古
來
風
・農

抄
」

の

「
歌

の
本
禮

に
は
、
た
だ
古
今
集

を
仰
ぎ
信
す

べ
き
事
な
り

。」
と
い
ふ
言
葉
が

最
も
端
的
に
語

つ
て
ゐ
る
。

彼

は
、
和
歌
自
罷

の
歴
史

に
学
び
、
先
進
歌

人

の
訓

へ
る
と

こ
ろ

に
学
ん

で
撮

取
す

べ
き
も

の
は
飴
す

と
こ
ろ
な

く
撮
取
し
た
。
℃

か
し
、
彼

は
、

さ
う

い
ふ
道

に
立
ち

つ
つ
、
平
安
時
代

に
お
け
る
文
藝

の

最
ワ高

峯

た

る

「
源

氏
物
語

」

の
美

の
核

心
に
肉
薄

し

て
、
周
到

に
み
つ

か
ら

の
進
む

べ

き
道

を
見

い
だ
し

て
い
つ
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ち
で
、

「
源
,玲
物
語
」
が
、

こ

の
や
う
な
關
係

の
し
方
さ

、
俊
成

の
詩

心

に
結
び

つ
く

に
到

つ
た
裏

の
深

い
理
由

は
ど

こ
に
あ

つ
た

の
で
あ

一

ら
う
か
。
さ
う

い
ふ
問
題

に
つ
い
で

は
、
別

に
あ
ら
た

に
論
究
せ
ら

れ
な

37

け
れ
ぽ
な
ら
な

い
で
あ
ら

う
。
し
か
し
、

こ
ζ
で
極
く
大
ま
奮

い
ひ
得

一

る
事

は
、
そ
れ
は

「
源
氏
物
語
」

に
宿

さ
れ

で
ゐ
る
詩
心

の
高

さ
で
あ

つ

た

と

い
ふ
裏
な
b

だ
と
思

ふ
。
島
津

久
基
博
士
は

●「
紫
式
部
」

の
中

に
、

「
源

氏
物
語
」

の
世
界

に
つ
い
て
、

人

の
世

の
美

し

い
姿
を
、
そ
し

て
醜

い
姿

を
も
、

叉
喜
び
や
愉

し
さ
と
/
、

-共

に
苦
し
み
も
拶

み
も
悲
し
み
も
、
飴

さ
す

に
、
そ
し

て
そ
れ
を
自
身

の
心
境
を
通

し

て
、
詩

心
を
通
七
て
、
精
榊

の
崇

さ
を
通

し

て
、
物
語

ら

う
と
し

て
ゐ

る
の
で
あ

る
。
理
想

の
界
性
光
源
氏
、
,
理
想
.の
女
性
紫

の

　

上

に
彰
、當
時

に
あ

つ
て
の
希
求

せ
ら

れ
る
最
高

の
容
相

を
具
現
し
、
そ

Q
の
上
そ
れ
が
偶
像

に
近

い
も

の
に
見

え
な

が
ら
、
登
然

の
偶
像
化

に
な

り
了

つ
て
は
ゐ
な

い
と
こ
ろ

に
、
作
者

の
並

々
な
ら
ぬ
手
腕

が
認
め
ら
豫



●
れ

る
。
叉
源

氏
物
語

全
盤

が
拝
情
詩
的
な
香
氣
に
包
ま
れ

て
、
入
間
苦

も
悲

蓮
も
醜

悪
も
v
す

弍
て
作
者

の
愛

と
同
惰

の
手

に
浮

め
ら
れ
美

化

さ
れ
、
し
か
も
尚
且
峻
嚴
な
批

判

の
筆

は
、
月

に
見

え
ぬ
鋭

さ
を
以

て

迫

る
と

こ
ろ

に
、
拝
情
小
読

で
も
あ
り
、
客
観
小
読

で
も
あ
り

、
叉
詩

で
も
あ
り
物
譜

で
も
あ
り
、
そ
し

て
人
生
批

評

で
も
あ

る
源

氏
物
譜
が

貌

前

響

る

の

で
あ

ち

。

云

々

,

,

、

讃

と
述

べ

て
、

「
源

氏
物

語

」
の
持

つ
拝
惰

詩

的

な

香

氣

と

、
そ

れ

を

生

ぜ

'

し

め
た

作

者

の
高

い
詩

心

と

に
鰯

れ

て
ゐ
ら

れ

る
。
俊

成

は

、
「
紫

式

部

、
`

歌

よ

み

の
程

よ
り

も

、

物
書

く
事

は
殊
勝

な

り

。
」
と
、

六
百

番
歌

合

の
判

詞

の
中

で
評

し

て
ゐ

る
が
、

實

は

、
紫
式

部

の
、
歌

な

ら

ぬ
物

語

σ

、

か

、,う

い

ふ
詩

心

を
鋭

く
感

己
取

り

・

そ

れ

に
は

げ

し

く
動

か

さ
れ

て
ゐ
た

の

だ

と

い

つ

て
よ

い

の
で
あ
ら

う

。

・

.

、

.毒

義
則
博
査

、
昭
和
+
八
年
六
月
號
の
難
誌

「
帯
木
」

繍
辮

に

,

「
艶
」
.に

つ
い
て
の
御
検
討
を
試
み
ら
れ
,、
更

に
昭
和
二
十

}
年
四
月
號

の
雑
誌

「
世
紀
」

に

「
な
ま

め
か
し
」

「
み
ゃ
び
亡

「
す
き
」

「
風

流
」

の
諸
語
と
共

に

「
艶
」

に
っ
い
て
も
あ
ら
た
な

御
槍
討
を
加

へ
て
ゐ
ら
れ

.

,

る
。

「
艶

」
に

つ
い
.て

の
二

つ
の
御
桧
討

の
結
論

は
、
後
者
め
方

で
訂
正

せ

ら
れ

て
ゐ

る
と

こ
ろ

が
あ

る

の
で
、
同

一
で
は
な

い
が
、
雨
者
た

お

い

て
吉
澤
博
士

の
検
討

せ
ら
れ
た

と
こ
ろ

に
し
た

が

へ
ば
、
亭
安

時
代

の
特

に

〔
源
氏
物
窺
明
」
の
ご
と
き

に
お

け
る

「
艶

」
ほ

凡
そ
次

の
や
う
な

も

の

で
あ

つ
た

。

、、
(
一
)

「
え
ん

」
は

「
情
趣

に
そ

玉
ら
れ

る
心

の
姿
」

「
情
感

に
動
く

、

心

の
ぼ

の
め

き

」

の
表

現
で

あ

り

、
/
「
う
ぎ

や
か
な

氣

持

忙

、

人

の
心
9

を

さ

そ

ふ
風

情

」

の
表

現

で
あ

る
。

'

・
、
:

"

、

(
二
)

「
な

ま

め
か

し

」

の
美

と

「
み
ゃ

ぴ

」
と

「
え
ん
」

と

は

多

分

に

共
通
性

を
持

つ

て
ゐ

る

が

、

「
な

ま
あ

か

し

」

が

こ

の
世

の
肉

感
美

を

彿

拭

し

去

つ
た

精

神

美

で
、

「
ら

う
た

さ
」

「
た

を

や
か

さ
」

「
さ

び

・
瀟

洒

」

「
清

げ

「
を

「
上
品

さ

」
す

な

は
ち

「
あ

て
,」
で
締

め
く

ぺ

つ
た

美

ど
。い
ふ

べ
ぎ
も

の
で
あ

り

、

「
う

は

べ
ぴ
な

さ
匠

F

で

に
な

ぐ

て
、
腹

か
ら

の

「
み
や

び

」

が
お

の
つ

か
ら

姿

態

に
現

は

れ

た
美

を

本
質

と
し

た

も

の
で
澄

る

の
に
封

し

て
、
、
「
え
ん

扁
に
は
、

や

や
も

す

れ
ば

「
あ

だ

な

る
さ
ま

」

に
な

る
危

瞼

が
あ

り

、
'「
す

き

」

に
通

す

る

性
格

が
あ

る
。

穐

一

(
三
)

う

き

や
か

な
花

や
ぐ

雰

園

氣

は

「
み

や
び

わ
ざ

」

の
す

べ
て

に

38

要
求

せ

ら

れ

て
ゐ
た

の
で
あ

る

が
、

か

う

い
ふ
美

と
し

て

の

由
え
ん

L
-

一

の
見

ら

れ

る
懸

の
世
界

の
代

表

的

な

も

の
は
、

例

へ
ば
、

、薫

大

將

の
宇

治

大
姫

君

に
樹

す

る
懸

の
や

う
な

も

の
で
あ

る
。

,

"

、

(
四
)

「
え

ん
」

は
艶

の
字

音

を

そ

の
ま

」
忙
國

語

化

し
た

輸
入

語

と

'

考

へ
ら

れ
、
詩

学

の
術
語

で
あ

つ
た

と

こ
ろ

か
ら

、
歌

学

に
縫

承

せ
ら

れ

、
歌

道

を

通

じ

て
、

亭

安

時

代

の
話

語

に
ま

で
弘

ま

つ
た

秀

の
と
考

.

へ
ち

れ

る

が

、
歌

学

で

は
、
歌

言

葉

の
言

外
た

、

ぼ

の
ぼ

の
と
感

ぜ
ら

・

れ

る
雰

園
氣

を

炉
つ
た

も

の
で
、

つ
ま
り

言

外

の
鹸
…情

で
あ

り
、

か

う

、

い
ふ
意

味

か
ら

、

申
般

に
、

う

き

ゃ
か

な

感

じ
、

ま

た

思

は

せ

ぶ
り

な

景

氣

を

示

す

に

用

ひ
ら

れ

て
ゐ

る
。

私

の
論
考

は

、「
心
深

し

」

の
考

察

か
ち

入

つ

て

「
源

氏

物
語

」

と
俊

成

■

渚

ψ

'



＼

〆

、

の
歌

論

と

の
關

係

を
観

,た

も

の

で
あ
翠り
、

「
艶

」
の
意

味

内

容

の
ご

と

き

も

バ

に
つ
い
て
特
別

に
槍
討
す

る
と

こ
ろ

は
な
か

つ
た
が
、
右

に
要
約

さ
せ

て

'

い
た
だ

い
た
吉
澤
博
士

の
御
高
読

は
、
甚
だ
あ
り

が
た

い
参
考

に
な

る
噂

'

勿
論
、
俊

成
等

の
時
代

に
は
、

「
源
氏
物
語
」

の

「
艶
」

の
意
殊

内
容

の

ご
と
き

が
右

の
や
う
に
嚴

格

に
把
握
せ
ら
れ

て
ゐ

た

わ
け
で
は
な
く
、
彼

等

の
鋭

い
感
受
力

に
ょ

つ
て
直
畳

的
に
感
じ
取
ら
れ

て
、ゐ
た
も

の
で
あ

つ

て
、
意

味
内
容

の
翰

郭
は
も

つ
と
矢

ま
か
な
も

の
で
あ
ら

う
が
・
し
か
し
、

俊

成
等

の
用

ひ
た

「
艶
」

は
、
も

は
や
、
本
來

の
詩

学
か
ら
歌
学

へ
の
櫃

へ

ら

承

の
ま
ま

の
素
朴
的
な

「
艶

」
で
は
な

く
、
あ
き
ら
か

に
亭
安
時
代

の
話

語
ト
レ
特

に

「
源
氏
物
語
」

に
お
け
る

「
艶
」
を

ふ
ま

へ
て
の

「
艶

」
で

あ

つ
て
、

「
源
氏
物
語

」
の

「
艶
」
を
疎
外

し

て
は
決

し
て
正

し

い
理
解
…

が

得

ら

れ

な

い
性
質

の
も

の
な

の
で
あ
る
。
か
う

い
ふ
問
題

に

つ
い
て

イ

は
、
更

に
多
く

の
筆

を
費
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
今
は
紙
数

の
絵
裕

・も
無

い
の
で
、
吉
澤
博

士

の
御
高
読

を
紹
介

し
、
合

は
せ

て
私

の
寸
言
を

添

へ
て
補

ひ
と

し
た

い
。

・

隠

、

!

/
r

、

3

ノ

ハ

/
、
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