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『源
氏
物
語
』
と

『白

氏

文

集

』

1
類
似
表
現
の
検
討
1

丹

羽

博

之

要

旨『源
氏
物
語
』
の
桐
壷
巻

に
、
亡
き
桐
壷
更
衣

の
母
君
を
帝

の
使

い
命
婦
が
訪
れ
、
帝

の
言
葉
を
伝
え
、
共
に
亡
き
更
衣
を
偲
ぶ
名
場
面
が
あ
る
。
娘
を
亡
く
し

た
母
君

の
歎
き

の
こ
と
ば

「
命
長
さ
の
、

い
と
つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
、
」
に
つ
い
て

『河
海
抄
』
に
は

「荘
子
日
寿
則
多
辱
」
と

い
う
注
が
あ
る
。
し

恥

か
し
、
「命
長
さ

の
、
い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
、
」
の

「
い
と

つ
ら
う
」
と

『荘
子
』
の

「寿
則
多
辱
」
の

「辱
多
し
」
と
で
は
、
か
な
り
意
味
が
ず

ー

れ
る
。

一
方
、
白
楽
天
の

「感
旧
」
の
詩
は
、
二
十
年

の
問
に
親
し
い
四
人
の
友
人
が
次
々
に
亡
く
な
り
、
自
分
だ
け
が
生
き
な
が
ら
え
た
実
感
を
結
び
の
句
で

「人
生

莫
羨
苦
長
命

命
長
感
旧
多
悲
辛

(人

生
羨
む
こ
と
莫
か
れ

苦
だ
長
命
な
る
こ
と
を

命
長
け
れ
ば
旧
に
感
じ

悲
辛
多
し
)
」
と
直
裁
に
表
現
し
て
お
り
、
読

者

の
心
を
打

つ
。
晩
年

の
白
詩
に
は
、
こ
の
よ
う
な
飾
り
気
の
無

い
率
直
な
表
現
が
多

い
。
親
し

い
人

々
を
次
々
と
亡
く
し
た
実
感
を
素
直
に
述
べ
て
お
り
、
万
人

の
心
を
打

つ
も

の
の
あ
は
れ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

白
氏
文
集
を
愛
読
し
、

『源
氏
物
語
』

の
中
に
多
く
利
用
し
た
紫
式
部
は
こ
の
詩
も
知

っ
て
い
て
、
桐
壷
巻
に
利
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
『源
氏
物
語
』

の
中
に

は

『荘
子
』
を
利
用
し
た
明
確
な
例
は

「寿
則
多
辱
」
を
除
け
ば
認
め
に
く

い
。
従
来

の
注
の
検
討
を
行
い
、
白
詩
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

"
紫
式
部

源
氏
物
語

白
居
易

白
楽
天

白
氏
文
集
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紫
式
部
が

『源
氏
物
語
』
を
書
く
に
あ
た

っ
て
幾
多

の
先
行
作
品
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
既
に
多
く

の
先
学
の
研
究
が
あ
る
。
和
漢
比
較
文
学
の
発
展
、
深
化
に

伴

い
、
『源
氏
物
語
』
が
漢
詩
文
、
就
中
、

『白
氏
文
集
』
を
よ
く
利
用
し
た
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な

っ
て
来
て
い
る
。

本
稿
で
は

『源
氏
物
語
』
桐
壺
巻

の
亡
き
桐
壺

の
更
衣
の
母
君
の
言
葉
と

『白
氏
文
集
』

の
詩
句
の
類
似
性
を
考
察
し
た

い
。

一

ま
ず
問
題
の
箇
所
を
挙
げ
る
。

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風

の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

と
あ
れ
ど
、
え
見
た
ま
ひ
は
て
ず

。
「命
長
さ
の
、
い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
、
松

の
思
は
む
こ
と
だ
に
、
恥
つ
か
し
う
思
ひ
た
ま

へ
は
べ
れ
ば
、

も
も
し
き
に
行
き
か
ひ
は
べ
ら
む

こ
と
は
、
ま
し
て
い
と
悼
り
多
く
な
ん
。

捌

(本
文
は
旧
日
本
古
典
文
学
全
集

『源
氏
物
語
』
桐
壷
)

ー

娘
を
亡
く
し
た
母
君
の
歎
き
の
こ
と

ば

「命
長
さ
の
、

い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
、」
に

つ
い
て

『河
海
抄
』
に
は

「荘
子
日
寿
則
多
辱
」
と

い
う

注
が
あ
る
。

『河
海
抄
』
は
良
く
似
た
表

現
が

『荘
子
』
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
だ
け
な
の
か
、
紫
式
部
が

『荘
子
』
の
表
現
を
利
用
し
て
母
君
の
発
言
を
創

作
し
た
と
注
を
し
て
い
る
の
か
判
断

の
し
に
く

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『荘
子
』
を
挙
げ
る
の
は

『河
海
抄
』
が

一
番
古

い
よ
う
で
、
そ
れ
を
受
け
て

『孟
津
抄
』

『眠

江
入
楚
』

『湖
月
抄
』
な
ど
が

『荘
子
』
を
挙
げ
る
。
そ
の

一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
文
脈
、
文
意
の
微
妙
な
ず
れ
を
考
慮
し
た
た
め
か
、
『花
鳥
余
情
』

『
一
葉
抄
』

『弄
花
抄
』
『細
流
抄
』
な
ど
は

『荘
子
』
を
挙
げ
な
い
。

近
代
以
降
の
注
釈
書
で
は
、
「旧
日
本
古
典
文
学
大
系
」
は

『荘
子
』
を
挙
げ
ず
、
玉
上
琢
彌
氏

『源
氏
物
語
評
釈
』
は
、

「寿
則
多
辱
」
に
よ

っ
た
言
葉
か
。

と
疑
問
の
形
で
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

一
方
、
新
旧
日
本
古
典
文
学
全
集
、
日
本
古
典
集
成
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は

『荘
子
』
を
挙
げ
る
。



次
に

『荘
子
』
(天
地
第
十
二

・
第
六

尭

・
華
封
人
問
答

-
帝
郷
寓
話
)

の
該
等
箇
所

の
前
後
の
文
脈
を
検
討
す
る
。

尭
観
乎
華
華
封
人
日

「嗜
聖
人
請

祝
聖
人
使
聖
人
壽
」
尭
日
辞

「使
聖
人
富
尭
日
辞

「使
聖
人
多
男
子
」
禿
日
辞

「封
人
日

「壽

・
富

・
多
男
子
人
之
所
欲
也

女
猫
不
欲
何
邪
」
尭
日
多
男
子
則
多
催
富
則
多
事
。
壽
則
多
辱
。
是
三
者
非
所
以
養
徳
也
故
辞
、
封
人
日
始
也
我
以
女
為
聖
人
邪
。
今
然
君
子
也
。
点
生
万
民

必
授
之
職
多
男
子
而
授
之
職
則
何

催
之
有
。
富
而
使
人
分
之
則
何
事
之
有
。
夫
聖
人
鶉
居
而
鍛
食
鳥
行
無
彰
天
下
有
道
則
与
物
皆
昌
天
下
無
道
、
則
脩
徳
就
間

千
歳
厭
世
去
而
上
倦
乗
彼
白
雲
至
干
帝
郷
三
患
莫
至
身
常
無
殊
則
何
辱
之
有
。
封
人
去
之
禿
随
之
日

「請
問
」
封
人
日

「
退
已
」

(本
文
は
漢
文
大
系

『荘
子
』

集
英
社
)

こ
の
箇
所
、
や
や
難
解
な
寓
話
で
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
日
本
語
訳
を
漢
文
大
系

『荘
子
』
(赤
塚
忠
氏
訳

・
集
英
社
)
に
よ

っ
て
挙
げ
る
。

帝
尭
が
華
山

の
風
景
を
め
で
て
い
た
。
華
山
の
封
人
が
、
帝
尭
を
見
て
、
「
あ
あ
、
こ
れ
は
聖
人
で
い
ら

っ
し

ゃ
い
ま
す
な
。
ど
う
か
聖
人

の
幸
運
を
祝
福
さ

せ
て
下
さ
い
。
聖
人

の
お
命
が
長

い
よ
う
に
祈
り
ま
し
ょ
う
。」
と
言

っ
た
。

酬

帝
尭
は

「お
断
わ
り
す
る
」
と
言

っ
た
。

ー

「
で
は
、
聖
人
が
富
み
栄
え
る
よ
う
に
祈
り
ま
し
よ
う
」
と
封
人
が
言

っ
た
。

帝
尭
は
、
ま
た

「
お
断
わ
り
す
る
」
と

い
っ
た
。

「聖
人
に
た
く
さ
ん
の
男
の
子
が
恵
ま
れ
る
よ
う

に
祈
り
ま
し
よ
う
」
と
封
人
が
言

っ
た
。

だ
が
、
帝
尭
は
、
ま
た
し
て
も
、
「
お
断
わ
り
す
る
」
と
言

っ
た
。

そ
こ
で
、
封
人
が

「長
命

・
富
裕

・
多
く
の
男

の
子
は
、
人
々
だ
れ
も
が
欲
し
が
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
だ
け
が
欲
し
が
ら
な

い
の
は
な

ぜ
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。

帝
尭
は
、
「
た
く
さ
ん
の
男
の
子
が
あ
れ
ば
、
兄
弟
で
争

い
合
う
こ
と
に
な
る
憂

い
が
多

い
。

富
み
栄
え
れ
ば
、
そ
れ
を
守
る
の
に
煩
わ
し
い
事
が
多

い
。
長
命
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
の
辱
め
に
遭
う
こ
と
が
多

い
。
こ
の
三

つ
の
こ
と
は
、
我
が
安
静
な
徳

を
長
養
す
る
す
べ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
断
わ
り
し
た
」
と
答
え
た
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
封
人
は
、
「先
に
は
、
私
は
あ
な
た
を
聖
人
で
あ
ろ
う
と
思

っ

『源
氏
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』
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て
い
ま
し
た
。
だ
が
今
は
君
子
だ

と
知
り
ま
し
た
。
天
が
万
民
を
こ
の
地
上
に
生
ま
れ
出
さ
せ
る
や
、
必
ず
そ
れ
ら
に
生
き
る
職
業
を
お
与
え
な
さ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
た
く
さ
ん
の
男
の
子
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
職
業
を
お
与
え
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
栄
え
て
、
な
ん
の
憂
え
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
よ
う

や
。
あ
な
た
が
富
ん
で
い
て
そ
れ
を
人
々
に
分
け
て
持
た
せ
る
よ
う
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
富
を
治
め
て
、
な
ん
の
煩
わ
し

い
事
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う

や
。

い
っ
た
い
聖
人
は
、
鶉
の
よ
う
に
遁
世
し
て
鍛
の
よ
う
に
自
然
の
生
活
に
満
足
し
、
空
飛
ぶ
鳥

の
よ
う
に
自
由
に
行

っ
て
俗
世
の
煩

い
受
け
る
こ
と
は
な

い
の
で
す
。
天
下
に
道
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
世
上
の
さ
ま
ざ
ま
の
物
と
と
も
に
繁
栄
し
、
天
下
に
道
が
行
わ
れ
て
い
な

い
と
き
に
は
、
独
り
そ
の
徳

を
修
め
て
静
安
さ
を
全
う
し
ま
す

。
こ
う
し
て
、
千
年
も

の
寿
命
を
保

っ
て
こ
の
世

の
生
活
を
十
二
分
に
尽
く
す
と
、
天
に
舞

い
上
が
り
、
あ
の
白
雲
に
乗

っ

て
、
上
帝

の
い
ま
す
郷
に
到
着
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
患

い
は
や

っ
て
来
よ
う
も
な
く
、
そ
の
身
に
は
常
に
災

い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
か
ら
、
な

ん
の
辱
め
な
ど
あ
り
ま
し
ょ
う
や
」

と
言

っ
て
、
立
ち
去
り
か
け
た
。

帝
尭
は
そ
あ
と
に
追

い
す
が

っ
て
、
「
ど
う
か
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ

い
」

ωω

と
頼
ん
だ
が
、
封
人
は

「お
下
が
り
な
さ
れ
」

と
言

っ
て
、
立
ち
去

っ
て
し
ま

っ
た
。

人
間
の
三
つ
の
欲
望

の
や
や
こ
み
い

っ
た
寓
話

の

一
つ
で
あ
り
、
帝
尭
は

「長
生
き
す
る
と
辱
め
に
あ
う
こ
と
も
多

い
」
と
述
べ
る
。
長
生
き
す
る
と
他
者
か
ら

辱
め
を
受
け
る
事
が
多

い
と

い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
桐
壺
更
衣
の
母
の
、
長
生
き
を
し
た
た
め
に
、
娘
に
先
立
た
れ
る
と

い
う
不
幸
に
も
遭
遇
し
、
「命
長
さ
の
、

い
と

つ
ら
う
」
と
も
ら
す
、
た
め
息
に
も
似
た
老

い
た
我
が
身

の
歎
き
と
で
は
か
な
り
意
味
、
文
脈
に
ず
れ
が
あ
る
。
玉
上
琢
彌
氏
が
疑
問

の
形

で
挙
げ
ら
れ
た
よ

う
に
、
『荘
子
』
と
結
び
付
け
る
こ
と
は
文
脈

の
上
か
ら
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
た
か
ら
か
、
『花
鳥
余
情
』
な
ど
は
、
『荘
子
』
を
挙
げ
な

い
。



次
に
、
こ
の
度
気
づ

い
た

『白
氏
文
集
』
中

の

「
感
旧
」
の
詩
と

「命
長
さ
の
、

い
と
つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
」

晩
年
洛
陽
に
退

い
た
白
楽
天
は
、
長
命

の
結
果
、
多
く
の
親
し
い
友
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
次
の
よ
う
に
う
た
う
。

と
を
検
討
す
る
。

感
旧

井
序

故
李
侍
郎
杓
直
、
長
慶
元
年

春
麗
、
元
相
公
微
之
、
大
和
六
年
秋
莞
、
崔
侍
郎
晦
叔
、
大
和
七
年
夏
莞
、
劉
尚
書
夢
得
、
会
昌
二
年
秋
亮
。
四
君
子
予
之

執
友
也
。
二
十
年
間
、
凋
零
共
尽
。
唯
予
衰
病
至
今
独
存
。
因
詠
悲
懐
、
題
為
感
旧
。

(故
李
侍
郎
杓
直
は
長
慶
元
年

春
に
亮
ず
。
元
相
公
微
之
は
大
和
六
年
秋
に
麗
ず
。
崔
侍
郎
叔
は
大
和
七
年
夏

に
麗
ず
。
劉
尚
書
夢
得
は
会
昌
二
年
秋
に
麗

ず
。
四
君
子
は
予
の
執
友
な
り
。
二
十
年

の
間
に
、
凋
零
し
共
に
尽
く
。
唯
だ
予
の
み
衰
病
し
て
今
に
至
も
独
り
存
す
。
因
り
て
悲
懐
を
詠
じ
、
題
し
て
感

旧
と
為
す
。
)

晦
叔
墳
荒
草
已
陳

夢
得
墓
灘
土
猶
新

微
之
指
館
将

一
紀

杓
直
帰
丘
二
十
春

城
中
錐
有
故
第
宅

庭
蕪
園
廃
生
荊
榛

筐
中
亦
有
旧
書
札

紙
穿
字
轟
成
灰
塵

平
生
定
交
取
人
窄

屈
指
相
知
唯
五
人

ふ

晦
叔
が
墳
は
荒
れ
て

草
已
に
陳
り

夢
得
が
墓
は
灘
り
て

土
猶
ほ
新
し

す

微
之
は
館
を
損
て
て

将
に

一
紀
な
ら
ん
と
し

杓
直
は
丘
に
帰
り
て

二
十
春

城
中
に

故

第
宅
有
り
と
錐
も

け
い
し
ん

庭
蕪
れ
園
廃
れ

荊
榛
生
ず

け
ふ
ち
う

筐
中
に
亦
た

旧
書
札
有
り

レ
　

紙
穿
た
れ
字
癒
し

灰
塵
と
成
る

せ
ま

平
生
交
を
定

め

人
を
取
る
こ
と
窄
く

指
を
屈
す
る
に
相
知

唯
だ
五
人
の
み

(21)
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四
人
先
去
我
在
後

四
人
先
づ
去

り
て

我

の
み
後
に
在
り

一
枝
蒲
柳
衰
残
身

一
枝
の
蒲
柳

衰
残

の
身

量
無
晩
歳
新
相
識

量
に
晩
歳

の
新
相
識
無
か
ら
ん
や

相
識
面
親
心
不
親

相
識
は
面
親
し
き
も

心
親
し
ま
ず

は
な
は

人
生
莫
羨
苦
長
命

人
生
羨
む
こ
と
莫
か
れ

苦
だ
長
命
な
る
こ
と
を

命
長
感
旧
多
悲
辛

命
長
け
れ
ば
旧
に
感
じ

悲
辛
多
し

[①㊤
山
罐
α

会
昌

二

(八
四
二
)
年

・
七
十
歳

・
洛
陽
で
の
作
。
本
文
は
那
波
道
円
本
に
よ

っ
た
。

場
所
は
花
房
英
樹
氏

『白
氏
文
集

の
批
判
的
研
究
』

(朋
友
書
店
)
に
よ

っ
た
。
]

以
下
、
白
詩
は
全
て
同
書
に
よ
る
。
作
品
番
号
、
製
作
年
、

お
お
よ
そ
の
意
味
は
、

勿ω

故
李
侍
郎
杓
直
は
長
慶
元

(八
二

一
)
年
春
麗
じ
、
元
相
公
微
之
は
太
和
六

(八
三
二
)
年
秋
に
麗
じ
、
崔
侍
郎
晦
叔
は
、
大
和
七
年
夏
に
亮
じ
、
劉
尚
書
夢

得
は
、
会
昌
二

(八
四
二
)
年
秋

に
莞
じ
た
。
四
君
子
は
私
の
親
友
で
あ

っ
た
。
二
十
年
間
の
う
ち
に
凋
零
し
て
皆

い
な
く
な

っ
た
。
唯
私
だ
け
が
老
い
衰
え
、

病
気
で
が
ち
で
は
あ
る
が
今
に
至
る
ま
で

一
人
生
き
な
が
ら
え
て
来
た
。
そ
れ
で
、
悲
し
い
心
の
内
を
詩
に
詠
み
、
「昔
の
こ
と
を
感
じ
て
」
と
題
し
た
。

晦
叔

の
墳
は
荒
れ
は
て
て
墓
辺
の
草
も
古
く
な
り
、
亡
く
な

っ
た
ば
か
り
の
夢
得

の
墓
は
ま
だ
湿
り
を
帯
び
墓
土
も
新
し
い
。

微
之
は
こ
の
世
を
去

っ
て
十
二
年

に
な
ろ
う
と
し
、
杓
直
は
あ
の
世
に
旅
だ

っ
て
二
十
年
。

町
中
に
は
故
人
の
第
宅
は
残

っ
て

い
る
が
、
庭
園
は
荒
れ
果
て
て
雑
草
が
生
い
茂

っ
て
い
る
。

簾
の
中
に
は
彼
ら

の
昔
の
手
紙
が
残

っ
て
い
る
が
、
紙
に
は
穴
が
あ
き
、
虫
食

い
だ
ら
け
で
灰
や
塵
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

平
生
か
ら
交
際
範
囲
は
狭
く
、
指

お
り
数
え
て
知
人
は
五
人
だ
け
。

四
人
は
先
立

っ
て
私
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
た
。
蒲
柳
の

一
枝
の
よ
う
な
衰
残
の
我
が
身
。

年
を
取

っ
て
か
ら

の
知
り
合

い
も

い
な
く
は
な
い
が
、
新
し
い
知
り
合

い
は
表
面
は
和
や
か
だ
が
心
か
ら
親
し
む
こ
と
は
な
い
。
人
生

の
あ
ま
り
に
長
生
き
す



る
こ
と
は
羨
ん
で
は
い
け
な

い
。

長
生
き
す
る
と

い
ろ
い
ろ
と
昔

の
事
を
思

い
出
し
て
悲
し
く

つ
ら
く
な
る
こ
と
が
多

い
も
の
だ
。

と
い
う
も

の
で
、
こ
の
二
十
年
の
間
に
親
し

い
四
人
の
友
人
が
次
々
に
亡
く
な
り
、
自
分
だ
け
が
生
き
な
が
ら
え
た
実
感
を
結
び
の
句
で

「
人
生
莫
羨
苦
長
命

命

長
感
旧
多
悲
辛
」
と
直
裁
に
表
現
し
て
お
り
、
読
者

の
心
を
打

つ
。
晩
年

の
白
詩
に
は
、
こ
の
よ
う
な
飾
り
気
の
無

い
率
直
な
表
現
が
多

い
。
親
し

い
人
々
を
次
々

と
亡
く
し
た
実
感
を
素
直
に
述
べ
て
お
り
、
万
人

の
心
を
打

つ
も
の
の
あ
は
れ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
結
び
の
句
が
こ
の
詩
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無

い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
楽
天
時
に
七
十

一
歳
、
死

の
四
年
前
の
作
で
あ
る
。

長
生
き
を
す
る
こ
と
は
誰
し
も
望
む
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
多
く

の
親
し

い
人
の
死
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
道
理
を
白
楽
天
は
体
験
し
た
。

こ
の

「人
生
莫
羨
苦
長
命

命
長
感
旧
多
悲
辛
」

の
う
め
き
に
も
似
た
白
楽
天
の
心
境

の
方
が
、
桐
壷

の
更
衣
の
母
君
が
娘
に
先
立
た
れ
て
漏
ら
し
た

「命
長
さ
の
、

い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
し
ら
る
る
に
」
の
心
情
に
近
い
。
老
年
に
な

っ
て
親
し
い
友
人
と
死
別
し
た
り
、
娘
に
先
立
た
れ
た
時
に
、
ふ
と
漏
れ
る
の
は
の
は

「命

長
け
れ
ば
悲
辛
多
し
」
で
あ
ろ
う
。

『荘
子
』

の

「寿
則
多
辱
」
の

「多
辱
」
と
で
は
か
な
り
意
味
が
ず
れ
る
。
『荘
子
』

の
場
合
は
架
空
の
畢
山
の
封
人
の
寓
話
の

一
つ
で
あ
り
、
荘
周
の
言
葉

で
も
な

い
。
「寿
則
多
辱
」
の
逆
説
的
な
言
い
回
し
は
虚
を
突
か
れ
た
感
じ
で
胸
を
打
た
れ
る
が
、
白
楽
天
や
、
更
衣
の
母
の
亡
き
人

を
悼
み
、
己
が
長
命
を
恨
め
し
く
思
う

心
情
と
は
異
質
で
あ
る
。

『白
氏
文
集
』
に
は
、
「読
荘
子
」
(
O°。
8

・
ω
嵩
も。
)
の
詩
も
あ
り
、
白
楽
天
も

『荘
子
』
は
愛
読
し
て
い
た
が
、
彼
の
作
品

の
中
に

「寿
則
多
辱
」
の
影
は
見

い

出
し
難

い
。

更
衣
の
母
君
の
年
齢
は
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
は
三
十
半
ば
か
ら
四
十
過
ぎ
ぐ
ら

い
で
あ
ろ
う

(吉
海
直
人
氏

『源
氏
物
語

の
視
角
』
七
二
頁

翰
林
書
房
)
。
夫

を
亡
く
し
、
今
ま
た
娘
に
も
先
立
た
れ
た
母
君
の
状
況
は
次
々
と
四
人
の
親
友
に
先
立
た
れ
た
老
年
の
白
楽
天
の
心
境
と
相
通
ず
る
。

亡
き
桐
壺

の
更
衣
の
邸
宅
の
荒
れ
は
れ
た
様
子
は
、
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と
描
写
さ
れ
い
る
。
荒
廃
し
た
邸
宅

の
象
徴
と
し
て
手
入
れ
が
さ
れ
ず
に
雑
草
が
高
く
生

い
茂

っ
た
と
い
う
表
現
も
、
先
に
挙
げ
た
白
詩
の

「城
中
故
第
宅
有
り
と

錐
も
庭
蕪
れ
園
廃
れ
荊
榛
生
ず
」
と
似
通
う
。

「平
生
定
交
取
人
窄

屈
指
相
知
難
五
人
」
と

い
う
白
楽
天
の
交
友
態
度
も
内
向
的
な
性
格
で
あ

っ
た
紫
式
部

の
琴
線
に
触
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

新
間

一
美
氏
は
、

長
夜
に
君
先
づ
去
り
ん
た
り

残
ん
の
年
我
幾
何
ぞ

秋

の
風
に
襟
涙
に
満

つ

泉
下
に
故
人
多
し

(『和
漢
朗
詠
集
』
巻
下

・
懐
旧
裡

「微
之
敦
之
晦
叔
相

次
長
逝
。
爵
然
自
傷
、
因
成
二
絶
。
其
二
」

『白
氏
文
集
』
罐
山
O
お

太
和
七

[説
]
年

・
62
歳
)

の
詩
句
と

『源
氏
物
語
』

の

野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
れ

の
程
、
常
よ
り
も
思
し
出
つ
る
事
多
く
て
、
靱
負
の
命
婦
と

い
ふ
を
遣
す
。

宮
城
野
の
露
吹
き
結
ぶ
風
の
音

に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

のω

(桐
壷
帝

)

な
ど
に
見
え
る

「秋
風
」
か
ら
故
人
を
連
想
し
、
涙
を
流
す
点
に
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

(「
桐
と
長
恨
歌
と
桐
壺
巻
-
漢
文
学
よ
り
見
た
源
氏
物
語
の
誕
生
1
」

甲
南
大
学
文
学
部
紀
要

文
学
篇

四
八

一
九
八
二
年
。
後
に

『源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
和
泉
書
院

二
〇
〇
三
年
)。
新
間
氏
は
こ
の
他

に
も
、
桐
壺

の
巻
に
は

『白
氏
文
集
』
、
就
中
、
長
恨
歌
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
綿
密
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

吉
海
直
人
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
『源
氏
物
語
』
に
は

「命
長
さ
の
、

い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
し
ら
る
る
に
」
と
類
似
の
表
現
が
多

い

(
『源
氏
物
語
の
視

角
』
・
翰
林
圭
旦
房
)
。

①

命
長
き
は
心
憂
く
思
ひ
給

へ
ら
る
る
世
の
末
に
も
侍
る
か
な
。
(須
磨
巻
)

②

命
長
さ
の
う
ら
め
し
き
事
多
く
侍
れ
ど
。

(朝
顔
巻
)



③

命
長
く
て
か
か
る
世
の
末
を
見
る
こ
と
。

(少
女
巻
)

④

長
き
命

い
と

つ
ら
く
覚
え
侍
る
。
(早
蕨
巻
)

な
ど
八
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
八
例
に
も

『荘
子
』
を
挙
げ
る
注
釈
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
長
生
き
を
し
た
た
め
に
却

っ
て
つ
ら
く
悲
し

い
目
に
会
う
こ

と
が
多

い
の
意
で
あ

っ
て

「
寿
則
多
辱
」
で
は
な

い
。

『荘
子
』
が

『源
氏
物
語
』
中
に
利
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
箇
所
は
、
古
沢
未
知
男
氏

『漢
詩
文
引
用
か
ら
見

た
源
氏
物
語
』
や
最
近

の
注
釈
書
類
を
見
て
も

「寿
則
多
辱
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
の

「命
長
さ

の
、
い
と

つ
ら
う
思
ひ
」

の
表
現
は
先
に
考
察
し

た
よ
う
に
、
白
詩

の
表
現
と
の
類
似
性

の
方
が
高

い
と
思
う
。
そ
う
す
る
と

『源
氏
物
語
』
の
中
で

『荘
子
』
を
明
白
に
利
用
し
た
箇
所
は
皆
無
と
な
る
。
『源
氏

物
語
』
の

『白
氏
文
集
』
利
用
に
つ
い
て
は
、
今
更
贅
言
を
重
ね
る
ま
で
も
無
か
ろ
う
。
文
脈
の
類
似
性
に
加
え

て
、
『源
氏
物
語
』
、
に
お
け
る

『白
氏
文
集
』
『荘

子
』

の
利
用
度
か
ら
も
、

『白
氏
文
集
』

か
ら
の
影
響
を
先
ず
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

5ーω

『荘
子
』

の
死
生
観
と
し
て
、
先
ず

思

い
浮
か
ぶ
の
は
、
荘
子
の
妻
の
死
ん
だ
際

の
話
で
あ
ろ
う

(「至
楽
十
八
」
)。
亡
き
妻

の
前
で
両
足
を
投
げ
出
し
て
座
り
、

ほ
と
ぎ
を
た
た
き
な
が
ら
歌

っ
て
い
た
荘
子
が
、
く
や
み
に
訪
れ
た
友
人

の
詰
問
に
対
し
て
、
妻
は
無
か
ら
生
ま
れ
、
無
に
帰

っ
た
だ
け
で
天
命

で
あ
る
と
答
え
た
。

死
生
を

一
つ
と
見
て
、
こ
れ
を
超
越
す
る
立
場
を
述
べ
た
段
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

ま
た
、
「至
楽
十
八
」
に
見
え
る
燭
腰
と

の
会
話
で
、
燭
腰
が

「再
び
生
き
返
る
こ
と
な
ど
と
ん
で
も
な

い
。
ま

っ
ぴ
ら
ご
め
ん
だ
」
と
答
え
た
死
の
世
界
の
賛

美

(「
至
楽
十
八
」
)
等
が

『荘
子
』
の
死
に
対
す
る
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

『荘
子
』

の
死
生
観
は
、

『源
氏
物
語
』
桐
壷
の
更
衣
を
追
慕
す
る
帝

や
母
君
命
婦
を
始
め
、
読
者
に
と

っ
て
も
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も

の
で
あ

ろ
う
。
す
ぐ
あ
と
の
長
恨
歌
引
用
や
桐

壷
巻
全
体
に
濃
厚
に
見
え
る

『白
氏
文
集
』
の
利
用
か
ら
考
え
て
、
白
詩

の

「感
旧
」
詩

の
表
現
は
無
視
で
き
な
い
。
白
楽

天
七
十

一
歳

の
老

い
の
実
感

の
方
が

『
荘
子
』
の
虚
構
の
寓
話
よ
り
も
紫
式
部
の
脳
裏
に
強
く
残

っ
た
で
あ
ろ
う
。

『源
氏
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』
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三

次
に

『源
氏
物
語
』
以
前

の
作
品

の

「命
長
き
は
つ
ら
き
」

の
例
を
考
察
す
る
。
勅
撰
三
漢
詩
集
、
『田
氏
家
集
』
『菅
家
文
草
』
等
に
は
例
が
見
え
な
い
が
、
僅

か
に

『本
朝
文
粋
』

(巻
十
四
)
に
次
の
例
が
あ
る
。

在
原
氏
為
亡
息
員
外
納
言
四
十
九
日
修
颯
諦
文

後
江
相
公

敬
白

請
課
訥
事

三
宝
衆
僧
御
布
施
法
服

一
具

右
、
員
外
納
言
、
受
病
之
時
、
変
風
儀
而
脱
俗
累
、
臨
終
之
日
、
落
雲
髪
而
帰
空
王
。
伍
摯
此
方
抱
之
具
、
捨
彼
円
照
之
庭
。
妾
少
後
所
天
、
独
流
血
涙
於

劉

眼
泉
、
老
実
愛
子
、
誰
抽
紫
筍
於
雪
林
。
人
皆
以
短
命
為
歎
、
我
独
以
長
寿
為
憂
。
若
有
逓
死
、
量
逢
此
悲
。
灯
前
裁
縫
之
昔
、
曳
竜
尾
之
露
、
涙
底
染
出
之

ー

今
、
任
鷲
頭
之
風
。
魂
而
有
霊
、
受
此
哀
贈
。
所
請
如
件
。

敬
白
。

天
慶
六
年
四
月
廿

二
日

女
弟

子
在
原
氏
敬
白

在
原
氏
亡
息
員
外
納
言
四
十
九
日

の
為
に
調
諦
を
修
す
る
文

後
江
相
公

敬
白

調
訥
請
く
る
事

三
宝
衆
僧
御
布
施
法
服

一
具

さ
さ
げ

右
、
員
外
納
言
、
病
を
受
く
る

の
時
、
風
儀
を
変
じ
て
、
俗
累
を
脱
し
、
臨
終

の
日
、
雲
髪
を
落
と
し
て
空
王
に
帰
す
。
傍
て
此
方
炮

の
具
を
整
て
、
彼
の

ぬ

円
照

の
庭
に
捨

つ
。
妾
少
く
し
て
所
天
に
後
れ
、
独
り
血
涙
を
眼
泉
に
流
す
。
老

い
て
愛
子
を
実
す
。
誰
か
紫
筍
を
雪
林
に
抽
か
ん
。
人
皆
短
命
を
以
て
歎
き



す
み
やか

と
為
す
。
我
独
り
長
寿
を
以
て
憂

と
為
す
。
若
し
逓

に
死
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
量
に
此
の
悲
し
み
に
逢
は
ん
や
。
灯
前
に
裁
縫

の
昔
は
、
竜
尾

の
露
を
曳
き
、

涙
底
染
め
出
だ
す

の
今
は
、
鷲
頭

の
風
に
任
す
。
魂
に
し
て
霊
有
ら
ば
、
此
の
哀
贈
を
受
け
よ
。
請
ふ
所
件

の
如
し
。
敬
ん
で
白
す
。

天
慶
六
年
四
月
廿
六
日

女

弟
子
在
原
氏
敬
白

(本
文

・
訓
読
は
柿
村
重
松
氏

『本
朝
文
梓
註
繹
』
に
よ
る
)

老
い
て
子
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を

「
人
皆
以
短
命
為
歎
、
我
独
以
長
寿
為
憂
」
と
表
現
す
る
。
柿
村
重
松
氏

『本
朝
文
粋
注
釈
』

の
頭
注
に
は

「人
は
皆
短
命
を

か
こ
て
ど
も
、
我
は
独
り
吾
が
寿
の
長
き
を
歎
く
な
り
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
長
命
故

に
恥
を
か
く
こ
と
が
多

い
の
意
味

で
は
な
い
。
ま
た
、
『荘
子
』
も
挙
げ
て

い
な

い
。
お
そ
ら
く
は
、
柿
村
氏
は
、

こ
の
颯
諦
文
と

『荘
子
』

の
文
脈
の
ず
れ
か
ら
挙
げ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「長
寿
為
憂
」
は

「命
長
き
は
心
憂
く

思
ひ
給

へ
ら
る
る
」
(須
磨
)
の
心
情
に
近

い
。
紫
式
部
の
脳
裏
に
は
、
こ
の
大
江
朝
綱
の
調
訥
文
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
朝
綱
は
前
掲

の
白
詩

「感
旧
」

を
意
識
し
て
作
文
し
た
可
能
性
も
あ
る
。」

こ
の
他
、
『世
俗
諺
文
』
な
ど
に
も

「
寿
則
多
辱
」
の
語
は
み
ら
れ
ず
、
『土
佐
日
記
』
を
始
め
、

『源
氏
物
語
』
以
前

の
和
文
作
品
に
も
見
え
な
い
。
若
く
て
も
次
々

のω

に
早
世
し
、
四
十
で
長
命

の
算
賀
を
行

っ
て
い
た
当
時
に
お
い
て

「寿
則
多
辱
」
の
思
想
は
な
か
な
か
日
本
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に

『源
氏
物
語
』
前
後

の
和
文
作

品
中
に
見
え
る
命
の
記
述
を
み
る
。

『宇
津
保
物
語
』
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

白
き
袷
の
袴

一
襲
を
脱
ぎ
奉
り

て

「あ
な
命
な
が
や
」
と
て
御
衣
掛

の
も
と
に
寄
り
て
見
給

へ
ば

(蔵
開
上

『宇
津
保
物
語
』
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
)

旧
大
系
本

の
頭
注
に
は
、
「長
生
き
を
す

る
よ
う
に
」
。
当
時
の
祝
言
葉
で
あ
ろ
う
、
と
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

い
ぬ
宮
生
ま
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、

い
よ

い
よ
い
の
ち
も
お
し
う
、
お
も
ふ
事
あ
る
ま
じ

(同
楼
の
上
の
上
)

八
九
十
よ
ま
で
の
命
あ
り
て
、
め

で
た
き
す
ゑ

の
世
を
あ
く
ま
で
も
に
給
ふ
ら
ん

『源
氏
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』
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い
か

で

か

、

そ

こ

に

も

こ

・
に

も

ま

ん

ざ

い

の

い

の
ち

よ

は

ひ

も

が

な

な
ど

『宇
津
保
物
語
』

に
は
命
に
関
す

る
言
辞
が
あ
る
が
そ
の
多
く
は
命
を
惜
し
み
、
長
命
を
望
む
も

の
で
あ
る
。

に
関
し
て
述
べ
た
場
面
が
あ
る
。
皇
后

定
子
の
崩
御

の
場
面
で
帥
殿

(伊
周
)
は
亡
骸
に
対
し
て

や
や
時
代
は
下
る
が
、

(同
楼
の
上
の
下
)

(内
侍
の
か
み
)

『栄
花
物
語
』
に
も
命

「
日
来
物
を

い
と
心
細
し
と
思
ほ
し
め
し
た
り
つ
る
御
け
し
き
も

い
か
に
と
見
奉
り
つ
れ
ど
、

い
と
か
く
ま
で
は
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
ざ
り
つ
る
。
命
長
き
は
憂

き
事
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
て

「
い
か
で
御
供

に
参
り
な
ん
」
と
の
み
、
中
納
言
も
帥
殿
も
泣
き
給
ふ
。

巻
七
鳥
辺
野

(本
文
は
松
村
明

『栄
花
物
語
全
注
釈
』
角
川
書
店
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
)

和
田
英
松

・
佐
藤
球
共
著

『栄
華
物

語
詳
解
』

(明
治
書
院

・
明
治
四
〇
年
刊
)
に
は

「命
長
き
は
云

々
は
、
世

の
諺
に
、
し
か

い
へ
る
な
る
べ
し
。
荘
子
天
地

篇
に
、
多
男
子
則
多
催
、
富
則
多
事
、
寿
則
多
辱
、
是
三
者
非
所
以
養
徳
也
と
あ
る
な
ど
よ
り
や

い
ひ
け
ん
」
と
あ
る
。

『河
海
抄
』
等
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

(以
下
要
推
敲
)
「寿
則
多

辱
」
と
長
命
故
に
親
し
き
人
と
の
死
別
を
経
験
し
て

「命
長
き
は
憂
き
事
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
独
り
こ
ち
る
の
と
で
は
か

な
り
の
隔
た
り
が
あ
ろ
う
。
ま
た

「命

長
き
は
う
き
こ
と
」
は
前
掲
の
大
江
朝
綱

の

「長
寿
為
憂
」
に
よ
り
近

い
表
現
で
あ
る
。
『栄
花
物
語
』
に
は
、
こ
の
他
に

も
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

命
な
が
か
ら
ん
を
嬉
し
、
な
か
ら
む
を
口
惜
し
と
思
は
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
た
だ
仏
の
告
げ
さ
せ
給
ひ

つ
る
、
嬉
し
き
な
り
。

(巻
二
十
九
た
ま
の
か
ざ
り
)

院

(彰
子
)

い
み
じ
う
あ
は
れ
な

る
事
を

い
と

・
お
ぼ
し
め
し
、
「
我
命
長
き

こ
そ
恥
し
け
れ
。

た
ち
お
く
れ
奉
り
て
、

一
日
に
て
も
あ
ら
ん
と
思
ひ
け
ん
や
」
と
お
ぼ
し
の
給
は
す
。

宮
は
心
に
ま
か
せ
た
る
や
う

に
こ
そ
も
の
し
給
け
れ
。
か
く

(28)



(巻
三
十
三
き
る
は
わ
び
し
と
な
げ
く
女
房
)

上
東
門
院
の
お
ぼ
し
め
し
歎
か
せ
給
ふ
さ
ま
、
い
ふ
方
な
し
。
「命
長
く
て
か
か
る
御
事
を
見
る
事
」
と
人
の
思
ふ
ら
ん
事
を
さ

へ
添

へ
て
お
ぼ
し
惑
せ
給
ふ
。

(巻
三
十
六
根
あ
は
せ
)

こ
れ
ら
の
例
も
、
親
し

い
人
の
死
に
対
し
て
我
が
身
の
長
命
を
思

い
、
こ
の
よ
う
な
辛

い
悲
し

い
出
来
事
に
出
会

っ
た
思

い
を
述
べ
て
お
り
、
前
掲
の
白
詩
の
「命

長
感
旧
多
悲
辛
」
に
近

い
と
い
え
よ
う

。

『源
氏
物
語
』
以
前

の
和
文
作
品
に
は

「寿
則
多
辱
」
は
見
え
な
か

っ
た
が
、
中
世
に
な

っ
て
よ
う
や
く

『徒
然
草
』

に
あ
ら
わ
れ
る
。

住
み
果
て
ぬ
世
に
、
み
に
く
き
姿

を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
。
命
長
け
れ
ば
辱
多
し
。

こ
れ
は
明
ら
か
に

『荘
子
』
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『荘
子
』
は
長
生
き
を
す
る
と
辱
め
を
受
け
る
こ
と
が
多

い
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

は

「
み
に
く
き
姿
を
待
ち
え

て
何
か
は
せ
ん
。
」
と

い
う
の
だ
か
ら
、
老
残
の
醜
さ
ゆ
え

の
恥
多
し
、
と

い
う
こ
と
で
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
。

と

『徒
然
草
』

の
成
立
は
近
く
、
『荘
子
』

の

「寿
則
多
辱
」
は
こ
の
こ
ろ
に
な

っ
て
よ
う
や
く
日
本
で
広
ま

っ
て
行

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

ωω

(七
段
)

『徒
然
草
』

『河
海
抄
』

結

び

『河
海
抄
』
が

『荘
子
』

の

「寿
則
多
辱
」
を
挙
げ
て
以
来
、

『源
氏
物
語
』

の
注
釈
書
に
引
か
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
意
味

の
ず
れ
を
感
じ
る
。
よ
り
文
脈
に

即
し
た
例
と
し
て
、
白
詩

の

「感
旧
」

詩
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
詩

の

「感
旧
」

の
表
現
の
近
さ
、
詠
ま
れ
た
事
情
の
類
似
性
、
及
び

『源
氏
物
語
』
に
見

ら
れ
る

『白
氏
文
集
』

の
受
容
の
密
度

と
源
氏
物
語
の

『荘
子
』
受
容
度
を
考
え
た
場
合
、
「命
長
さ
の
、

い
と

つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
ら
る
る
に
」

の
背
景
に
は
先

『源
氏
物
語
』
と

『白
氏
文
集
』
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ず

白

詩

が

あ

っ
た

と

考

え

る

べ
き

で

あ

ろ

う

。

*
本
稿
は
、
平
成
十

一
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会

(
一
九
九
九
年
十
月
十
七
日
於
奈
良
女
子
大
学
)
で
の
研
究
発
表
、

『源
氏
物
語
』
桐
壷
巻

の

「命
長
さ
の
、

い
と
つ
ら
う
思
ひ
た
ま

へ
知
ら
る
る
に
」
の
背
景

1

『白
氏
文
集
』
巻
六
十
九

に
基
づ
く
。
発
表
の
前
後
に
質
問
、
助

言
を
く
だ
さ

っ
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。

「感
旧
」
詩
と
の
検
討
1

(30)




