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・『
源

氏
物

証
巴

ー

〈
桜
〉

私
論

を
め
ぐ
る

一
考
察
i

宮

裕

子

1

は

じ

め

に

『源
氏
物
語
』
に
扱
わ
れ
て
い
る
植
物
の
種
類
は
実
に
豊
富
で
・

三

麗

落
眺
級

ぶ
。
中

で
も
桜

は
松

に
次

い
で

二
番
目
に
多
く
用

い
ら
れ
て
お
り
、
約

七
〇
回
も
文
中

に
現
れ
る
。
ど

の
場
合
に
お
い
て
も
作
者

は
そ

れ
を
無
造
作

に

用

い
た

の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
作

意
を
も

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
箇
所

に
位
置

付
け
た
も

の
と
推
測

さ
れ
る
。
平
安
朝
文
学
を
代
表
す

る

『
源
氏
物
語
』
と
、

日
本

の
花

を
代
表
す

る
桜
。

双
方

の
間

に
は
特
別
な
意
味
関
係
が
存
在
す
る

の

で
は
な
い
か
。

日
本

に
古
く

か
ら
伝
わ

る
民
俗
信
仰
や
意
識
等
を
も
踏
ま
え

っ

つ
、
「
桜
」

の
主
題
的
意
味

に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
て
い
き
た

い
と
思
う
。

2

和
歌
と
桜

『
万
葉
集
』
を

は
じ
め
歴
代

の
和
歌
集

に
は
、
花

や
草
木

を
詠

ん
だ
歌
が
大

変
多
く
存

在
す
る
。
そ

の
中

で
も
特

に
桜

は
、

王
朝
人

に
非
常

に
好
ま
れ
多
く

の
歌
に
詠

ま
れ

て
き

た
。
王
朝
人

は
桜

の
花

に
何
を
見
、
何
を
感
じ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

『
万
葉
集
』

に
は

一
六
六
種

の
植
物

が
登
場
し
、
世

界
の
ど

の
古
典

よ
り
も

(注
3
)

そ

の
数
が
多

い
と

い
う
。
中
で
も
梅

に
ま

つ
わ
る
歌

は

一
一
八
首

に
も
及
び
、

萩

に
次

い
で

二
番
目
に
多

い
の
に
対

し
、
桜

の
歌

は
四
〇
首

に
と
ど
ま

っ
て
い

(注
3
)

る
。

つ
ま
り
、

万
葉
集
時
代

に
お
い
て
は
梅

の
方
が
桜

よ
り
も
脚
光
を
浴
び

て

い
た
わ
け

で
あ

る
。

し
か
し
そ
れ

は
、
あ
く
ま

で
も
数

の
上

で
の
結
論

で
あ

っ

て
、
当
時

の
人

々
が
梅

よ
り
も
桜

の
方
が
劣

っ
て
い
る
と
思

っ
て

い
た
と

い
う

こ
と
を
証
明
し

て
い
る
わ
け

で
は
あ
る
ま

い
。

奈
良
朝
時
代

の
文
化
人
た
ち

は
中
国
文
化
嗜
好
で
中
国
文
化
を
日
本
文
化

に

取
り
込
む

こ
と
を
、
も
て
は
や
し
て
い
た
。
特

に
梅

は
、

こ
の
こ
ろ
中

国
か
ら

(注
4
)

渡
来
し
た
ら
し
く
、

非
常
に
珍
ら
し
い
花
と

し
て
、
詠

歌
の
対
象
と

な

っ
た
と

思
わ
れ
る
。

ま
た
、

中
国

の
文
献

に
は
梅
が
頻
出

し
、
そ
れ
ゆ
え
知
識
人

の
間

で
は
梅

を
歌
に
詠

み
込
む

こ
と
が
、

一
種

の
教
養
と

し
て
評
価
さ
れ
て

い
た

の
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か
も

し
れ
な

い
。

一
方
、
桜

は
昔

か
ら

日
本

に
自
生
す
る
純
日
本
的
景
物
で
あ

り
、
中
国
嗜
好

の
上
流
貴
族
や
知
識
人

に
と

っ
て

は
感
慨

の
対
象

に
な
り
に
く

か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
、
折

口
信
夫
氏
が

い
わ
れ

る
よ
う
に
、
桜

は
、

(注
5
)

「
鑑
賞
用

で
は
な
く
、
寧
、
実
用
的
な
も

の
、
即
、
占
ひ

の
為
」

の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら

か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、
「
花
」
と

い
え
ば

「
梅
」
と

い
う
時
代

で
あ

っ
た

に

し

て

も
、
桜

は
や

は
り
美

し
い
花

の
代
表

で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
桜

の
花
を
美
し
い
女

人

の
た
と
え
と

し
て
用

い
た
り
、
ひ
た
す
ら
桜

の
花
が
散
る

の
を
惜

し
ん
だ
り
、

桜

の
美

し
さ
が
、
当
時

の
人

々
の
心
を
感
慨

い
た
ら
し
め
て

い
た
こ
と
は
否

め

な

い
。
梅

に
気
圧
さ
れ
て

は
い
た
も

の
の
、
桜

を
美
し

い
花
と
し
て
評
価

し
て

い
た
人
も

い
た

の
で
あ
る
。

さ

て
、
『
古
今
集
』
時
代

に

な

る

と
、
桜

が
梅
を
圧
し
て
花

の
代
表
的
存
在

に
台
頭

し
は
じ

め
る
。
『
古
今
集
』

の
春

の
歌

の
う

ち
、
桜

の
歌
が
占

め
る
割

合

は
五

一
・
五
%

で
、
梅

の
歌
が

二
〇

・
一
%
な

の
に
比
べ
て
、

か
な
り
高

い

(注
6
)

数
値
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
桜

に
対
す
る
人

々
の
感
慨

の
様
相

は

『
万

葉
集
』
時
代
と
比

べ
て
ど

の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

『
古
今
集
』

の
桜

の
歌

の
第

一
首
目
は
、

こ
と
し
よ
り
春
し
り
そ
む
る
さ
く
ら
花
ち
る
と

い
ふ
事

は
な
ら

は
ざ
ら
な
ん

(
古
今

・
巻

一
・
四
九

・
紀
貫
之
)

で
あ
り
、
初
端

か
ら

い
き
な
り

「落

花
」
を
前
提

に
し
た
詠
み
ぶ
り
で
あ

る
。

こ
れ

は
、
す
ぐ
前

の
梅

の
最

終
歌

「
散
り
ぬ
と
も
香
を
だ
に
残
せ
梅

の
花
」
と

(注
7
)

の
接
続
を
円
滑

に
し
よ
う
と

い
う
試
み
が
あ
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
。
そ

れ
は
と

も

か
く
と
し
て
、
桜

の
歌
を
全
体
的

に
み
て
み
る
と
、
落
花
が

主
題
と
な

っ
て

い
る
歌
が
か
な
り
あ
る

こ
と

に
気
づ
く

の
で
あ
る
。
桜

の
散

り
ゆ
く
姿

は
、
当

時

の
人

々
の
感
慨

の
的
だ

っ
た
と

い
え
は
し

な

い

か
。
『
万
葉
集
』

で
は
満
開

の
桜
が
最
高
に
美
し

い
と
率

直
に
表
現

し
た
歌
が
多

か

っ
た
け

れ

ど

も
、
『
古

今

集
』
で

は
、

満
開

の
桜

が
散
る
の
が
惜

し
い
と

い
う
表
現

の
歌

が

多

く

な

る
。

し
か
し
之
れ
は
、
裏

を
返
せ
ぼ

や
は
り
、
満
開

の
桜
が
最
高

に
す
ば
ら
し

い
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う

。
『
万
葉
集
』
時
代

の
直
接
的
な
詠

み
ぶ
り
が
、
『
古

今

集
』
時
代

に
は
い

っ
て
く

る
と
婉
曲
的
な
言

い
ま
わ

し
が
好
ま
れ

る
よ
う

に

な

っ
て
く
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
詠
法
が
変
わ

っ
て
も
、
桜

に
対
す

る
人

々

の
愛
惜

の
念

に
変

わ
り
は
な
い
。
む

し
ろ
、
桜

に
対
す

る
愛
着
度

は
益

々
深
ま

っ
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ

る
。

『古
今
集
』

の
構
造

に

つ
い
で
、
松

田
武
夫
氏
が
非
常

に
詳

し
い
研
究
を
さ

(注
8
)

れ
て

い
る
。
そ

れ

に
よ

る
と
、
桜

の
歌

は
、
「
前
半

の
咲
く
桜
」
、
「
前
半

の
散

(注
9
)

(注
10
)

(注
11
)

る
桜
」
、
「
後

半
の
咲
く
桜
」
、
「
後
半

の
散

る
桜
」
と

い
う

よ
う

に
、
四
部

に
分

(注
12
)

類

で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う

ち
、
「
前
半

の
咲
く
桜
」
歌
群

に

つ
い

て

は
、

咲
き
初

め
る
桜

か
ら
始

ま
り
、
盛

り
の
桜

に
至
り
、
散

る
こ
と
が
ひ
た
す

ら
思
は
れ
る
晩
花

に
達
す

る
順
序

に
、

こ
の
二
十
首
を
排
列
し
、
咲
く
花

の
推
移

に
伴

つ
て
変
転
す

る
人
間
感
情
を
も
歌

ひ
あ
げ

て

ゐ

る

の

で

あ

(注
13
)

る
。

「
前
半

の
散

る
桜
」
歌
群

に

つ
い
て
は
、

「
散

る
桜
」

の
全
体
を
描
き
出
す
構
想
と
し
て
、
第

一
首

に
、

盛
り
を
過

ぎ

ま
さ

に
散

ら
う
と
す

る
桜
を
挙
げ
、
最
後

の
第

二
十

一
首
で
、

風
に
吹

「
61

「



き
散

ら
さ
れ

た
桜
花

の
名
残

の
歌
を
配
し

て
、
首
尾
呼
応
さ
せ
る
組
織

の

枠
を
作

り
、
そ

の
間

に
、
十
九
首

で
描
き
出
す
散
る
桜

の
種

々
相

の
展
開

(注
14
)

を
期
し

て
ゐ

る
。

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら

に

「
後
半

の
咲
く
桜

」
に

つ
い
て
は
、

咲
く
桜

の
自
然

の
世
界
と
、
そ

れ
に
触
発

さ
れ
る
人
間
感
情
と
を
、
互

に

(注
15
)

か
ら
み
合
は
せ
な
が

ら
表
現

し
て
ゐ
ゐ
。

そ

し
て
、
「
後
半

の
散

る
桜
」

に
つ
い
て
は
、

(注
16
)

恰
も
、
起

・
承

・
転

・
結
的
な
構
造
が
、
看
取

で
き

る
。

と
言
及
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
『
古
今
集
』

の
桜

の
歌

は
、
非

常

に

複

雑

に
排
列
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
が
詠
み
手

の
感
情
を
抱
き

つ
つ
、

前

後

の
歌
と
密
接

に
絡

み
合

い
、
桜

の
歌
全
体

で
桜

の

一
生
を
描
き
出
す
よ
う
に

排
列
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
も
、

こ
う
し
た
桜

の
歌

の
複
式
構
造
が

『
古
今
集
』
四
季

の
部
位
全
体
を
通
じ

て
、

こ
の
桜

の
主
題
に
お
い
て
の
み
見

(注
17
)

ら
れ
る
極

め
て
特
殊
な
構
成
で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
、

王
朝

人
達
が
、
桜

に
対

し
て
特
別
な
意
識
を
持

っ
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
秋
山
虔
氏

の
言
わ
れ
る
、
農
耕
社
会

を
母
胎

と
し
て
培
わ
れ

た
自

然
観

の
回
復
と
、
民
族

,

(注
18
)

の
心
性
と
し
て

の
天
皇

信
仰

の
現

れ
な
の
か
も

し
れ
な

い
。

王
朝

人
達

は
桜

に
様

々
な
も
の
を
見

た
。
美

し
さ
ぼ

か
り
で
は
な

い
。
喜
怒

哀
楽

を
、
そ

し
て
人

の
世

の
無
常
を
も
そ

の
花

に
見

て
と

っ
た
の
で
あ

る
。
桜

は
王
朝

人
に
と

っ
て
最
高

の
詠
題

で
あ

り
、
詠
む
意
欲
を

か
き
立

て
ら
れ
る
最

愛

の
花

な
の
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
』

は
、
『
古
今
集
』
成
立
後

に
執
筆

さ
れ
た

も

の
で
あ

る
か
ら
、
も

し
か
す

る
と

『
古
今
集
』

に
現
れ
て

い
る
意
識
を
物

語

中

に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

3

桜
の
喩
の
主
題
的
役
割

物
語
中

に
は
、
女
性
を
桜

に
喩
え
る
場
面
が
数
箇
所
存
在

す
る
。
紫
上

を
光

(注
19
)

(注
20
)

(注
21
)

(注
22
)

源
氏
が
、
光
源
茂
を
藤
壷
が
、
紫
上
を
夕
霧
が
、

女
三
宮
を
柏

木
が
、
そ
れ
ぞ

れ
桜

に
喩
え
て

い
る
。
桜

の
喩
が
、
そ

の
対

象
が
視

る
人
に
と

っ
て
比
類
な

い

(注
23
)

卓
越

に
輝
く
存
在

で
あ

る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
こ
と

に
疑

い

の
余

地

は
な

い
。
た
だ
、
桜

の
喩
の
問
題

は
、
登
場
人
物
問
だ
け

に
留
ま

る
も

の
で
は
な

い

と
思
う
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
河
添
房
江
氏

の
ご
指
摘

の
ご
と
く
、
桜

の
喩
を

(注
24
)

受

け
る
人
が
物

語
世

界
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
主
題
的
位
置
を
占

め
て
い
る
か

と

い
う

問
題

も
派
生

し
て
く

る
の
で
あ

る
。
光
源
氏

に
つ
い
て
は
後

に
触
れ
る

こ
と

に
し
て
、

こ
こ
で
は
彼
以
外

に
桜

に
喩
え
ら
れ
る
人
物

の
主
題
的
役
割
に

つ
い
て
考
察
す

る
こ
と

に
す

る
。

紫
上

は
桜
が
盛
り

の
北
山

に
見
出
さ
れ
る
。

光
源
氏

に
引
き
取
ら
れ
、

六
条

院

へ
移

っ
て
か
ら
も
、
春

の
町

の
主
的
存
在

に
据

え
ら
れ
て
、
常

に
春

の
、
特

に
桜

の
イ

メ
ー
ジ
を
も

っ
て
表
現

さ

れ

る
。
『
古
今
集
』

以
来
、

四
季

の
花

の

王
者
と
な

っ
た
桜

に
よ

っ
て
、
紫

上
が
喩
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と

は
、

六
条
院

春

の
町

の
主
と

い
う
だ
け
で
な
く
、

六
条

院
全
体

に
お
け

る
女
主
人

の
位
置

に

据
え
ら
れ
て

い
る

こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ

る
。
後

に
六
条
院

に
は
女

三
宮
が

正
妻
と
し
て
迎
え
ら

れ

る

わ

け

だ

が
、
女

三
宮
降
嫁
後

の
紫
上

の
イ

メ
ー
ジ

(注
25
)

は
、
「
花
と

い
え
ば
桜

に
た
と

へ
て
も
、
な

ほ
物

よ
り
す
ぐ
れ
た
る
」
と

い
う

よ
う
に
、
桜

を
超
越
し
た
も

の
と

し
て
と

ら
え

ら
れ

て
い
る
。

こ
れ

は
、
若
菜

巻
以
降
、

そ
れ
ま
で
紫

上

の
も

の
で
あ

っ
た

「
桜
」
、

「
山
桜

」

の
イ

メ
ー

ジ

(注
26
)

が
、
女

三
宮

の
も

の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
藤

田
加
代
氏
が
言
わ

「谺「



れ

る
よ
う

に
、
「
朱
雀
院
鍾
愛

の
姫
宮

で
准
太
上
天
皇

の
正
室
と

い
う

女
三
宮

(注
27
)

の
立
場
と
権
勢

の
華
麗
さ

は
、
ま
さ
し
く
六
条
院

の

『桜

』
を
連

想
さ
せ
る
」

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
紫
上

は
、
事
実
上
光
源
氏

の
北

の
方
、

六
条
院

の
女
主
人

で
あ

る
が
故

に
桜
を
昇
華
し
た
形
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
野
分
巻

で
夕
霧
が
紫
上
を

「
樺
桜
」

に
喩
え

る

場

面

が

あ

る

が
、
そ

の

「
樺
桜
」
と

は
、

一
体
ど

の
よ
う
な
桜

な
の
か
。
古
閑
素

子
氏

に
よ

(注
28
)

れ
ぽ
、
花
が
黄
色
か

オ
レ
ン
ジ
色
、

風
巻
景
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
花

の
色

の
赤

髓

と

い
う
よ
う

に
説
も
様

々
で
馨

な
こ
と
は
不
明
だ
が
、
と

に
か
く

「
気

高
く
き
よ
ら

に
、
さ
と

に
ほ
ふ
心
地
」
が

す

る

花

で

あ

り

「
目
も
彩
な
美

し

(注
30
)

さ
、

数

々
の
美
質
を
備

え
た
」
紫
上

を
喩
え
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
花

で
あ

っ
た

こ
と
は
確

か
で
あ

る
。

物

語
中
に
現
れ
る
桜

に
は
、
「
花
」
、
「
桜
」
、
「
山
桜
」
、
「
八
重
桜
」
、
「
樺
桜
」

等
、

い
ろ

い
ろ
呼
び
方

が
あ

る
が
、
そ

の
中

で
も
特

に
固
有
名
詞

「
樺
桜
」
を

紫

上

の
喩
に
用

い
た
理
由

は
、
紫
上

の
類

な
い
美
質
を
呈
示
す

る
た
め
だ
け

に

留
ま
る
も

の
で
は
な
い
と
思
う
。
前

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
女

三
宮

に
対
し
、

紫

上
は
主
題

的
位

置
に
お
い
て
は
上

で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

作

者

と

し

て

は
、
女

三
宮

を
六
条
院

に
降
嫁
さ

せ
る
時

に
備
え

て
、
あ
ら

か
じ

め
紫
上

の
格

を
女

三
宮
以
上

に
持

ち
上
げ

て
お
く
必
要
が
あ

っ
た

の
で

は
と
考
え
る
。

し
か
も
、
光
源
氏

の
心

の
中

で
は
、
桜

は
藤
壷

の
イ

メ
ー
ジ
を
担

っ
た
も

の

で
は
な
か

っ
た
か
。
藤
壷

の
死

に
際

し
、
光
源
氏

は
二
条
院

の
桜

か
ら
花
宴

巻

で
の
南
殿

の
桜

の
宴
を
思

い
起

こ
す
。
恐
ら
く
光
源
氏

の
中

で
は
、
桜
ー
南
殿

の
桜

の
宴
11
藤
壷
と

い
う
イ

メ
ー
ジ
が
な
さ
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

更

に

溯
れ
ば
、
紫
上
を
北
山

で
見
出
し

た
当
初
、
光
源
氏

に
よ
る
桜

の
喩
は
、
紫

上

に
対
し
て
で
は
な
く
、

実
は
、
紫

上
が
持

つ
藤
壷

の
面

影
に
対

し
て
で
は
な

か

っ
た

か
。
だ
と
す
れ
ば
、

本
来
桜

の
イ

メ
ー
ジ
は
藤
壷

の
も

の
で
あ

っ
た
と

い

う

こ
と
に
な
る
。
紫

上
は
藤
壷

と
い
う
桜

の
イ

メ
ー
ジ
か
ら

「
樺
桜
」
と

い
う

特
定

の
桜

に
昇
華

し
た
時
は
じ
め
て
、
『
源

氏
物
語
』
世

界
の
真

の
女

主

人

公

の
座

に
つ
く

こ
と
が

で
き

た
の
か
も

し
れ
な

い
。

た
だ

し
、
光
源
氏

の
心

の
中

の
世
界
に
お
い
て
、
紫
上
が
藤
壷

の
面
影
を
脱
却

し
、
藤
壷
以
上

の
存
在

に
な

る
の
は
、
彼

の

「
桜

に
た
と

へ
て
も
、
な

ほ
物

よ
り
す
ぐ
れ

た
る
け

は
ひ
」
と

い
う
言
葉

を
待

た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
の
で
あ

っ
た
。

4

桜
の
喩
と
死
の
イ
メ
ー
ジ

主
要
人
物

の
中

で
も
、
藤
壷
と
柏
木

は
、
春
と

い
う
季
節

に
そ

の
死
を
設
定

さ
れ

て
い
る
。

一
体

い
か
な

る
作
意

の
も
と

に
そ
う
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。

そ

れ
ぞ
れ

の
死

に
対
す

る
悲

し
み
が
桜
と
共

に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な

る
ま

い
。
そ
し

て
、

二
人
が
同
様

に
禁
忌

の
恋

と

い
う
罪
を
犯

し
て

い
る
こ
と
も
、
当
然
踏
ま
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

さ

て
、
御
法
巻

で
紫
上
が
法
華
経
千
部
供
養

を
行

な

っ
た
日
の
、

二
条
院

の

(注
31
)

風
景

の
中

に

「
三
月
十
日
な
れ
ぽ
、
花

盛
り
に
て
」
と

い
う
描
写
が
あ

る
。
そ

(注
32
)

の
、
桜
が
盛
り

の
風
景
は
、

ま
る
で
、
「
仏

の
お
は
す

な
る
所
」

の

よ

う

で
、

そ

の
お
蔭
で
罪
障
を
も
消
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
と

な

っ
て
い
る
。
桜

の

(注
33
)

も

つ
イ

メ
ー
ジ

に
、
罪
や
禁

忌
恋
を
み
て
と
る
諸
説

も
あ

る
が
、
私

は
、

西
方

浄
土
世
界
と

い
う
全
く
逆

の
イ

メ
ー
ジ
を
桜

に
み
る
。
古
代

に
お
い
て
は
、
花

に
活
霊
が
含
ま
れ
て

い
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
故
花
を
も

っ
て
葬

り
甦

(注
34
)

り
を
期
待
す
る
風
習
が
あ

っ
た
。
藤
壷

と
柏
木

に

つ
い
て
も
、
桜

で
そ

の
死
を

[63一



慰
む
と

い
う

こ
と

は
、
光

源
氏
や
夕
霧

が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
甦

り
を
期
待

し
た
か

ら
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
、
禁

忌

の
恋

に
お
け

る
罪

の
視
点

か
ら

二

つ
の
死

を
捉
え
る
と
す
る
と
、
藤
壷

と
柏
木

の
死
が
、
桜

を
も

っ
て
哀
惜
さ
れ

て
い
る

・
の
は
、

二
人

の
生
前
犯
し
た
罪
が
許

さ
れ
る
こ
と
を
描
出
す

る
た
め
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。
藤
壷

と
光
源

氏
の
密
通
罪

は
世
間

に
漏
れ

る
こ
と
な
く
、
柏
木
と

女
三
宮

の
密

通
罪
も
、

や
が

て
は
光
源
氏

の
怒

り
を
和
ら
げ

る
。
藤
壷
と
柏
木

の
生
前
犯

し
た
罪
は
大
き

い
。

し
か
し
そ
れ

は
、
死

に
よ

っ
て
償
な
わ
れ

つ
つ

あ

っ
た
。
そ

し
て
、
桜

を
通

じ
た
哀
惜

に
よ

っ
て
免
罪
が
確

立

し

た

の

で

あ

る
。

二
人

の
死
が
春

に
刻

ま
れ

て
い
る
意
味

は
、
桜

に
そ
う
し
た
免
罪
効
果
を

期
待

し
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な

い
。
桜

は
死

の
場
面

に
際
し

て
は
、

西
方
浄

土

の
イ

メ
ー
ジ
を
な

し
、
死
者
を
見
送

る
た

め
の
最
高

の
は
な
む
け
と
な

っ
て

い
る
。

5

若
紫
巻
を
め
ぐ

っ
て

『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
、
桜
が

は
じ

め
て
風
景

に
設
定
さ
れ
て

い
る

の
は

若
紫
巻

で
、
光
源
氏
が
瘧
病
療
養

の
た

め
北
山
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
室
伏

信
助
氏

は
、
桜
と
瘧
病
と

い
う
設
定

に
夜
須
礼
御
霊
会

の
発
想
を
結
び
付
け

ら

(注
35
)

れ

て
お
り
、
林

田
孝
和
氏

は
、
桜
が
盛
り

の
山
に
登
る
と

い
う
設
定

に
、
春

山

入
り

.
山
遊
び

の
習
俗
、
更

に
は
国
見
儀
礼

の
発
想
を

見

て

お

ら

れ

る
。

ま

た
、
原
岡
文
子
氏

は
桜

の
設
定
を
、
密
事

の
暗

示

・
予

感
を
潜

め
た
も

の
で
は

(注
37
)

と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
「
京

の
花
」
と

い
う
描
写

に
対

し

「
山
の
桜
」
と
設
定

し

て
い
る

こ
と

か
ら
も
、
こ

の
北
山

の
桜

が
物
語
上
重
要

ポ
イ

ン
ト
を
占

め
て

い
る

こ
と

に
疑

い
の
余
地
は
な

い
。

さ
て
、
光
源

氏
が
若
紫
を

か
い
ま
み
る
場
面

に
は
桜
と
相
ま

っ
て

「
夕
暮
」

と

い
う
重
要

な
要
素

を
見
出
す

こ
と
が

で

き

る
。
「
夕

べ
」
・
「
夕
暮
」
・
「
夕

(注
38
)

(注
39
)

日
」

な
ど

の
語

に
は
、
減
び
や
死

の
イ

メ
ー
ジ
、
衰
退

の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
と

い
う
。
そ
う

し
た
夕
暮
と
桜
と

い
う

二
つ
の
要
素
が
、
光
源
氏
と
若

紫

の
運
命

を
暗
示
す

る
も

の
に
な
り
得

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

偶
然

に
も
光
源
氏

の
目

に
と
ま

っ
た
女

の
子

は
、
藤
壷

に
生
き
写
し
で
あ

っ

た
。
光
源
氏

は
こ
の
小
柴
垣

で
二
人

の
女
性
を
か

い
ま
み
た
こ
と
に
な
る
。

一

人

は
若
紫

で
、
も
う

一
入

は
藤
壷

で
あ

っ
た
。
光

源
氏
と
藤
壷

の
関

係
は
、
若

紫
巻
後
半
部

に
、
若
紫
巻
以
前

に
も
密

会
し
て

い
た
事

実
を
う
か
が

わ
せ
る
く

(注
40
)

だ
り
が
あ

る
。
原
岡
文
子
氏
も
、
光

源
氏
が
北
山
の
僧

都
と
話
し

つ
つ

「
わ
が

罪

の
ほ
ど
恐

ろ
し
う
」
と
顧
み
る

こ
と
か
ら
、
藤
壷

と
の
最
初

の
逢
瀬

は
冒
頭

(注
41
)

部
直
前

、
「
京

の
花
」

の
盛
り

の
季
節

に
持
た
れ
た

の
で
は
と
指
摘

さ

れ

て

い

る
よ
う

に
、
若
紫
巻
以
前

に
光
源
氏
と
藤
壺

と

の
間
に
は
何

ら
か
の
交
渉
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
「
夕
暮

」

の
時
、
若
紫

の
容
姿

の

中

に
藤
壷
を

か
い
ま
み
た
と

い
う
こ
と
は
、
後

の
藤
壺
と

の
決
定
的
逢
瀬
、
懐
妊
事
件
と

い

う
悲
劇
的
運
命
が
待
ち
受

け
て
い
る
こ
と
を
暗

示
し

て

は

い

ま

い

か
。

た
だ

し
、

こ
の

「
夕
暮
」

と
は
別
に

「盛

り
の
桜
」
が
存
在

し
て
い
る
こ
と

に
注
意

し
な
く
て

は
な
ら
な

い
。

こ

の
桜

は
、
室
伏

氏
が

い
わ
れ

る
よ
う

に
光
源
氏

の

瘧
病
調
伏

に

一
役
買

っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
林

田
氏

の
い
わ
れ

る
春
山
入

り
、

国
見
儀

礼

の
要

素
も
伴

っ
て
い
よ
う
。
そ

こ
に
は
明
ら

か
に
、
光
源
氏
を
見
守

る

「
盛
り

の
桜

」
が

あ
る
。
そ

の
桜

の
下
発
見

し
た
若
紫

は
、
藤
壼

の
形
代
以

上

の
も
の
と

し
て
、
光
源
氏
生
涯

の
生
き
甲
斐
と
な

る
。
光
源
氏

に
と

っ
て
若

(注
42
)

紫

は
幸
福

を
も

た
ら
す

「
桜
姫
」

で
あ

っ
た
。
そ

し
て
場
面

の
背
後

に
控
え
る

一
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「
盛
り

の
桜
」
は
、
桜

姫
を
光
源

氏
に
と
り
も

つ
も

の
と

し
て
描

か
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
若
紫

は
光

源
氏
に
引
き
取

ら
れ
世
間

の
人
が
う
ら
や
む
程

の
幸
運
を

得

る
こ
と
に
な
る
。
時
代

の
寵
児

た
る
光
源
氏

の
恋
人
と

し
て
、
国
母
と
な

る

明
石
姫

君
の
養

母
と

し
て
、
女
性
と

し
て
類
ま
れ
な

る
栄
華

の
目
々
を
送
る
わ

け
で
あ

る
が
、
盛

り
の
桜

の
も
と
見
出
さ
れ

る
と

い
う

こ
と
が
、
若
紫

の
そ
ん

な
栄
華

を
暗
示

し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ

る
。

た
だ
、
そ
う

い

っ
た
幸
福

の
裏

側

に
は
、
「
人

の
忍
び
が

た
く
飽

か
ぬ
こ
と

に
す

る
も

の
思

ひ
離
れ

ぬ
身

に

て

(注
43
)

や
や
み
な
む
と
す
ら

ん
。
あ
ぢ
き
な
く
も
あ

る
か
な
」
と

い
う
物
思

い
が
常

に

存
在

し
た
の
で
あ
る
。
夕
暮

は
、
そ

の
よ
う
な
栄
華
と

は
裏
腹
な
悲
哀
を
暗
示

し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ

る
。
「
盛
り

の
桜
」
と

「
夕
暮
」

は
若
紫

の
数
奇

な

運
命

の
明
暗
を
象
徴
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
若
紫
巻

の
桜

は
、
単
な
る
美

的
背

景
に
留

ま

っ
て
は
い
な

い
。
特
別
な
意
味
を
背
負

っ
て
、
物
語
世
界

に
密

接

に
係
わ

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
巻
以
降
、
桜

は
頻
繁

に
姿
を
見

せ
る
こ
と

に
な

る
。

6

花
宴
巻
を
め
ぐ

っ
て

花
宴

巻
以
外

に
桜

の
宴

に

つ
い
て
詳

し
く

記
述

し
て
い
る
巻

は
な

い
。
そ
れ

だ
け

に
、

こ
の
巻

に
お
け
る
桜

の
意
味

は
非
常

に
重
要

で
あ

る
と
言
わ
ざ

る
を

得

な

い
。

よ
く
晴

れ
た
空

の
下
、
親

王

・
上
達
部
達

に
よ
る
詩
作
が
始
ま

る
。

こ
の
巻

に
よ
る
と
、
帝
と
東
宮

の
漢
詩
文

に
お
け

る
才
能

は
秀

で
た
も

の
で
あ

っ
た
ら

(注
44
)

し
い
。
帝

・
東
宮

を
は
じ
め
漢
詩
文

に
逸
材
が
多

い
の
は
、
理
想

の
聖
代

の
表

象
で
あ
る
と

い
う
。

し
か
も
、
花

の
宴

は
朱
雀
院
行
幸
と
共

に
、
理
想

の
御
代

(注
45
)

と
さ
れ
た
延
喜

・
天
暦
時
代

に
よ
く
催
さ
れ

た
行
事

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

こ

の
花
宴

巻
は
桐
壷

帝
の
御
代
が

理
想
的

で
あ

っ
た
こ
と
、
そ

し
て
桐
壷
帝
が
聖

主
で
あ

っ
た
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
咲
き
誇

る
桜
、

よ
く
晴

れ

た
空
も

ま
た
、
そ
う

し
た
桐
壺
帝
御
代

の
栄
え
を
象
徴

し
て
い
る
か

の
よ
う
で

あ

る
。

(注
46
)

さ

て
、
桜

の
宴

は
進
行

し
て

「
や
う
や
う
入
日

に
な
る
ほ
ど
」
に
、
春

鶯
囀

を
東
宮

に
薦

め
ら
れ

て
光
源
氏
が
舞
う
。
前
巻

の
紅
葉
賀

の
試
楽

の
折
、
光

源

(注
47
)

氏

の
す
ぼ
ら

し
い
青
海
波

の
舞

は

「
入
日
」

を
受

け
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

し

て
桜

の
宴

で
も
ま
た
、
「
入
日
」

の
下
に
舞

を
披
露

す
る
の

で

あ

る
。
紅
葉
賀

の
試
楽

の
時
、
季
節
は
秋
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
光
源

氏
の
舞
姿

は

「
花
」
、

つ
ま
り

「
桜

の
花
」

に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。
桜

の
宴

に
お
け
る
光
源
氏

の
舞
姿

も
ま
た
、
藤
壺
に
よ

っ
て

「
花

の
姿
」
と
と

ら
え

ら
れ

て
い
る
こ
と
も
興
味
深

い
。

こ
う
し
て
み
る
と

「
桜
」

に
喩
え
ら
れ

る
光
源
氏
、
も

し
く

は

「
桜
」
そ

の
も

の
と

「
入
日
」

は
密
接

に
絡

み
あ

っ
て
い
る
と

い
え

る
の
で
あ

る
。

紅
葉
賀

の
試
楽

の
舞

に
し
ろ
、
桜

の
宴

で
の
舞

に
し
ろ
、
光
源
氏
を
照
ら
す

光

が
な
ぜ

「
夕
日
」

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。
清
水
好
子
氏

に
よ
れ
ば

、
「
ま
も
な
く
襲
う
彼

の
没
落
を
控

え
、
そ

の
悲
運
を
惜

し
む

た

め

(注
48
)

に
、

一
段
と
華

や
か
な
最
後

の
輝

や
き

を

与

え

た

の

で
は
な

い
か
」
と
さ
れ

る
。
「
夕
日
」
が
光
源
氏

の
没
落
を
暗
示
す

る
役
目
を
担

っ
て
い
る
こ
と

は

確

か
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
も
、
「
桜
」

の
存
在
を
忘
れ

て
は
な

ら

な

い
の

で
あ

る
。
紅
葉
賀

の
折

の
舞
を
思

い
出
し
て
東
宮
が
光
源
氏
に
舞

う
よ
う
名
指

し
す

る
。
帝
を
差
し
置

い
て

の
東
宮

の
行
動
は
、

世
代

交
代

を
間

近
に
控

え
て
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の
伏
線

の
よ
う

に
も

み
え

る
。
そ

の
次
期
帝

で
あ

る
東
宮
が
光
源
氏

に

「
か
ざ

し
」

を
賜

わ
せ
る
の
で
あ

る
。

こ
の

「
か
ざ

し
」

は
後

に
光
源
氏
が

こ
の
宴

を

回
想

し
て
詠
む
歌

に
、

(注
49
)

い
つ
と
な
く
大
宮
人

の
恋

し
き

に
桜

か
ざ
し
し
け
ふ
も
来
に
け
り

と
あ

る
よ
う

に
、
し

か
も
桜

の
宴

で
あ
る

か
ら
、
「
桜

の
か
ざ
し
」
で

あ

る

こ

と

は
ま

ち
が

い
な

い
。
「
か
ざ
し
」
と

は
、
花
や
樹
枝

を
頭
部
に

つ
け

る
古
来

よ
り

の
習
俗

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

頭
を
飾
り
美

し
く
装

う
た
め
と

い
う
意
味
も

あ

る
の
だ
が
、

本
来

は
、
そ

の
花
や
樹
枝

の
持

つ
呪
力
を
我
身

に
感
染
け

る
た

(注
50
)

め
、

も
し
く
は
長
寿
を
祈
願
し
て
の
呪
術
的
行
為

で
あ

っ
た
。
東
宮
が
光
源
氏

に
賜
わ
せ
た

「
か
ざ

し
」
が

「
桜
」

で
あ

っ
た
こ
と

の
意
味

は
大
き

い
の
で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。
桐
壺

帝
の
譲
位
、
そ

し
て
死
後
、
右
大
臣
家
が
時
勢
を
握

る

中
、

た
だ

一
人

こ
の
東
宮
だ
け
が
朱
雀
帝
と

し
て
、
「
院

の
御
遺
言
た
が

へ
ず
、

(注
51
)

あ

は
れ

に
思

し
た
れ
ど
」
と
、
光
源
氏

に
情
を

か
け

る
。
そ
し
て
須
磨
謫
居

の

光
源
氏
を
再
び
京

に
呼
び
戻

し
た
の
も
、

こ
の
東
宮

で
あ

っ
た
。
気
が
弱
く
、

政
も
母
后

や
祖
父
大
臣

に
権
力
を
握
ら
れ

て
し
ま

い
が
ち

の
朱
雀
帝
で
は
あ

っ

た
が
、
不
遇

の
光
源
氏
を
陰
な
が
ら
見
守

っ
て

い
た

の
で
あ
る
。
そ

の
彼
が
、

光
源
氏

に

「
桜
」
を
賜
わ

せ
る
構
図
に

は
、
朱

雀
帝
時
代

と
な

っ
た
時
、
朱
雀

帝

の
手

に
よ

っ
て
光
源
氏
を
政
治

の
表
舞

台
に
立
た
せ
政
権

を
譲

る
と

い
う
意

味
が

こ
め
ら
れ

て
い
る

の
で

は
な

い

だ

ろ
う

か
。
作
者

は
、
光
源
氏
を

「
夕

日
」
と

い
う
衰
退

の
光

に
彩
ら
せ
な
が
ら
も
、
完

全
に
没
落

さ
せ
て
し
ま
わ

ぬ

よ
う

か
す
か
な
希
望
を

こ
め

「
桜

の
か
ざ

し
」

に
託

し
て
描

い
て
い
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
宴

も
果
て
桜
に
風
情

を
添

え
る
月
の
も
と
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
が
出

会
う
舞
台
が
設
定
さ
れ
る
。
間
も
な
く
入
内

を
予
定
さ
れ
た
右
大
臣
家

の
六
の

君
と

の
出
会

い
を
、
原
岡
氏
は
、
禁

忌
の
恋
と
呼

び
、

二
人

の
恋
が
く

っ
き

り

(注
52
)

と
桜

の
影

に
彩
ら
れ
て
い
る
と

強
調

さ
れ

て
い
る
。
林

田
孝
和
氏

は
、
月

に
焦

点
を
あ
て
ら
れ
、

月
下
の
交
情

は
聖
婚

の
性
格
を
帯
び
観
桜
花

の
夜

に
も
聖
婚

は

つ
き

も

の
だ
が
、
聖

な
る
が
故

に
逆

に
犯

し
の
意
識
を
昇
揚
し
、
不
義
密
通

(注
53
)

の
場
と
さ
れ

る
場
合
が
多

い
と
言
及
さ
れ

て
い
る
。
し

か
し
、
実
際

こ
の
場
面

に
は

「
桜
」
。
「
月
夜
」
と

い
う
、
根
本
的

に
は
聖
婚

に
ふ
さ
わ
し

い
要
素
が
設

定

さ
れ

て
い
る
と

い
う
事

は
否

め
な

い
。
確

か
に
、
朧
月
夜

は
入
内

を
予
定
さ

れ

る
身

で
あ

り
、
光
源
氏
を
邪
魔

に
思
う
右
大
臣

の
娘

で
、
し
か
も
弘
徽
殿
大

后

の
妹

で
も
あ
る
。
障
害
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。

し
か
し
な
が

ら
、

朧
月
夜

入
内
後

の
逢
瀬

は
さ

て
置
き
、

こ
の
出
会

い
の
場
面
に
限

定
し
て
言

う
な
ら
、

二
人

の
恋

は
禁
忌

の
も

の
、
不
義
密
通

の
類

で
あ

っ
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
朧
月
夜

の
入
内

を
望

ん
で

い
た
右

大
臣

も
、
葵
上
死
後

(注
44
)

光
源
氏
と

の
結
婚
を
許
し
て
も

い
い
よ
う
な
発

言
を
し
て
い
る
。
禁
忌

の
恋
と

い
え
る

の
は
朧
月
夜
入
内
後

の
こ
と
で
、
花
宴
巻

に
お
い
て
は
禁
忌

の
イ

メ
ー

ジ

は
そ
れ
程
大
き
く

な
い
の
で
は
な

い
か
。
入
内
後

に
し
て
み

て
も
、
朱
雀
帝

は
、

二
人
の
恋

は
以
前

か
ら
の
も

の
だ

か
ら
仕
方
な

い
と
咎

め
た
り

せ
ず
、

二

(注
55
)

人

の
恋

を
黙
認

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
私

は
こ
の
花

宴

巻

に
現

れ

る

「
桜
」
が
、
禁
忌

の
恋
以
外

の
イ

メ
ー
ジ
を
担

っ
て

い
る
も

の
と
み
た

い
。

光
源
氏

の
須
磨
謫
居

は
、
朧
月
夜
と

の
交
惰
が
大
き
く
起
因
し
て
い
る
。
須

磨
謫
居

は
不
遇

で
は
あ

る
が
、
光
源
氏

に
と

っ
て
そ
れ
は
丸

っ
き

り
不
幸

な
運

命
だ

っ
た
と

は
言
え
な

い
の
で
は
な

い
か
。
光
源
氏

は
須
磨

へ
下

っ
た
こ
と
で

明
石
君
と

出
会

い
、
後

に
国
母
と
な

る
運

命

を

も

つ
娘

(
明
石
姫

君
)

を
得
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る
。

ま
た
、
光
源
氏

の
不
遇

は
、
朱
雀
帝

に
と

っ
て
桐
壷
院

の
遺
言
に
違

う
こ

と

に
な

る
。
精
神
的

・
身
体
的

に
苦
痛
を
受
け
、
そ
れ
故
退
位
も
は
や
ま
り
、

遂

に
は
光
源
氏

の
実

の
子
冷
泉
帝

の
御
代
が
到
来
、

言
わ
ば
、
光
源
茂

の
栄
華

時
代
が
や

っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
光

源
氏
に
と

っ
て
須
磨
謫
居

は
不
遇
ど

こ

ろ
か
栄
華

へ
の
道
を
た
ど
る

一
歩

と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
と

い
う

こ
と

は
、
朧

月
夜

と
の
出
会

い
が
彼

を
栄
華

へ
導

い
た
と

い
え

る
の
で
は
な

い
か
。
若
紫
が

桜
を
背
景

に
登
場

し
、
桜
姫

の
異
名
を
取

る
な
ら
、
桜

の
宴
を
背
景
に
登
場
す

る
朧

月
夜
も

ま
た
桜
姫

で
は
な

か

っ
た
か
。
光
源
氏
と
朧
月
夜

の
再
会
を
促
す

道

具
と
な

っ
た
扇

は

「
桜
が
さ
ね
」

で
あ
り
、
朧
月
夜
と

の
再
会

を
果
し
た
藤

の
宴

に
は
季
節

は
ず
れ

の

「桜

二
木
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う

し
て
み
る

と
、
桜

の
宴
↓
桜
が
さ
ね

の
扇
↓

藤

の
宴

の
桜

二
木

と
い
う
よ
う
に
、
光
源
氏

の
足
取
り

は
、
桜

に
よ

っ
て
導

か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
桜

は
、
光
源

氏

の
来

た
る
べ
き
栄
華
時
代

を
保
障
す

る
も

の
な

の
で
あ

る
。
須
磨
謫
居

は
期

限

の
な
い
流
浪

で
、
再
び
京

へ
戻
れ

る
日
が
来

る
か
ど
う

か
わ

か
ら
な

い
も

の

で
あ

っ
た
。

し
か
し
物
語

に
は
、
主
人
公
光
源
氏
が
須
磨
謫
居
か
ら
救

済
さ
れ

る
に
違

い
な

い
と

い
う
希
望
を
残
す
べ
く

「桜
」

を
背

景
に
し

つ
ら
え
て
あ

る

の
で
あ
る
。
濮
籖

簸

大
后
が
、
「世
を
た
も
ち
た
ま
ふ
べ
き
禦

世
は
消

た
れ
ぬ
も

の
に
こ
そ
」

と
悔

む
よ
う
に
、
光
源

氏
の
栄
華

へ
の

レ
ー
ル
は
須
磨

謫
居

の
前
か
ら
あ
ら
か
じ
め
敷

か
れ

て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

と
.」
ろ
で
、
花
宴
巻
の
諺

宴
の
北目
景
に
は
、
禦

潛

仰
に
萎

く

「鑵

祭
」
が
潜
在

し
て
い
る
ら
し
い
。
花
が

で
き

る
だ
け
長
く
枝

に
留
ま
る

の
は
よ

.い
と
さ
れ
る
憂

麻

靉

ら
ず
咲
い
た
り
異
常
と
も
い
え
る
咲
き
方
を
す

る
の
は
凶
兆
と
み
ら
れ

て
い
た
。

こ
の
場
面
に
お
け
る

「
お
く

れ
て
咲
く
桜

二

木
」

は
、
少

々
異
常
と
も

い
え

る
現
象

で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
桜

は
右
大

臣
邸

の
庭

に
咲

い
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
右

大
臣
家
に
凶
兆

を
見

る
こ
と

は
で
き
ま

い
か
。
帝

に
差
し
上
げ

る
は
ず

だ

っ
た
朧
月
夜

は
光
源
氏

の
も

の
と

な
り
、

右
大
臣
は
光

源
氏
須
磨
謫
居
中
死
去
、
弘
徽
殿
大
后

は
病
床

の
身
と
な

り
、
右

大
臣
家
は
崩
壊

の
憂
き

目
を

み
る
。

「
お
く
れ

て
咲
く
桜

二
木
」

は
ま

さ
に
凶
兆

で
あ

っ
た
。
そ

し
て
藤

の
季
節

に
咲
く

こ
の

「
桜

二
木
」

こ
そ
が
、

右
大
臣
時
勢

に
逆
ら
う
光
源
氏
と
朧
月
夜

の
姿

の
投
影
な

の
で
あ
る
。

一
方
光
源
氏

に
と

っ
て
は

「
桜

二
木
」
が
栄
華

の
道
を
た
ど
る
べ
く
道
標

で

あ

っ
た
。
須
磨

へ
の
直
因
朧
月
夜
と

の
交
情

の
結
実

の
場
に
設
定

さ
れ
て
い
る

こ
と

か
ら
考
・兄
て
、

こ
の

「
桜

二
木
」

が
光

源
氏

の
た
め
に
用
意

さ
れ

た
栄
華

へ
の

「
門
」
を
意
味
し
て

い
る
と
言

っ
た
ら
、
過

言
で
あ

ろ
う

か
。

花
宴
巻
に
お
け
る
桜

は
、

こ
の
巻

以
降

に
お
い
て
何

か
の
折

に
触
れ

回
想
さ

れ
る
こ
と
が
多

々
あ

る
。
そ

れ
だ
け

に
、

こ
の
巻

の
桜

は
、
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ

る
。

7

六
条
院
と
桜
ー

若
菜
上
巻
を
め
ぐ

っ
て
ー

光
源
氏

は
藤
裏
葉
巻

で
准
太
上
天
皇

の
地
位

に
登
り

つ

め

る
。

夕
霧

は
結

婚
、
明
石
姫
君

は
入
内
、

秘
密

の
子
冷

泉
帝

も
今

や
押

し
も

お
さ
れ

ぬ
聖
帝
と

な

っ
た
。
更

に
光
源

氏
は
内
親

王
女

三
宮
を

正
妻

に
迎
え
、
明
石
姫
君

は
東
宮

を
生
み
、
光
源
氏

は
ま
さ

に
栄
華

の
絶
頂

に
到
達

し
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
ん
な

平
和
な
雰
囲
気
が
漂
う
中
、
柏
木

に
よ

る
女

三
宮

か
い
ま
み
事
件
は
起

っ
た
の

で
あ

る
。

事
の
起
り
で
あ
る
六
条
驍

鞠
舞

野

は
・
例
に
よ
っ
て
桜
の
存
豪

大

「
67
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き

く
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
蹴

鞠
が
行

わ
れ

た
の
は

「
三
月
ぼ

か
り
」
と
な

っ
て

い
る
が
、

こ

の
場
面
以
前

に
、

明
石
女
御
出
産

の
く

だ
り
が
あ

り
、
そ
れ
が

「

三
月

の
十
余
日

の
ほ
ど
」

の
こ
と
と
あ

る
の
で
、

三
月
の
末

の
出
来
事

で
あ

ろ

(注
60
)

う
と
推
測
さ
れ
る
。

三
月
末
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
場
面

に
お
け

る
桜

は
、
通

常

の
桜

の
開
花
期
を
か
な
リ
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
も

し
か
し
た

(注
61
)

ら
、
こ

こ
に
も
三
谷

栄

一
氏

の
い
わ
れ

る
御
霊
信
仰

の
形
態
を
も

つ
鎮
花
祭
が

踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
前

に
も
述

べ
た
が
、

異
常

と
も
思

え

る
咲
き
方

は
、
凶
兆
と
さ
れ
て

い
る
。

そ
し
て
、
充

分

に
咲

い
て
自

然
に
散
る

の
で

は
な
く
、
風
や
雨

の
た

め
に
散
る

こ
と
も
悪

い
前
兆
と
し
て
忌
み
嫌

わ
れ

(注
62
)

た
。

こ
の
場
面

に
お
け
る
桜

は
、
時
期

は
ず

れ
な
ば

か
り
か

「
風
」
と

い
う
作

者

の
作
為
的
手
法

に
よ

っ
て
散
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
意

し
た
い
。

は
じ

め
こ
の
場
面

の
背

景
描
写
は

「
風

吹
か
ず

か
し
こ

き

日

な

り
」
と

な

っ
て

お

り
、

こ
の
目

は
蹴
鞠

に
は
絶
好

の
日
で
あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

し
か
し
、
蹴

鞠

も
終
盤

に
近
づ

い
て
き
た
と

こ
ろ
で
、
桜

は

「
雪

の
や
う

に
降

り
か
か
」

り
、

よ

「
花
乱
り
が

は
し
く
散
る
」

の
で
あ
る
。
柏
木

の

「
桜

は
避
き
て

こ
そ
」

と
い

う
、
古
今
集
歌

「
春
風

は
花

の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ

か
ら
や
移
ろ
ふ
と

(注
63
)

・

見
む
」
を
踏
ま
え
た
発
言

に
よ

っ
て
、

我

々
は

「
風
」

の
存
在

に
は
じ
め
て
気

が
付
く

の
で
あ
る
。
な

か

っ
た

は
ず

の

「
風
」
が
、

急

に
吹

い
て
桜

を
散

ら
せ

た
。
女

三
宮
を
柏
木
が

か
い
ま
み
る
事
件
を
前

に
、
特

別
な
作
者

の
作
為

を
感

じ

る
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
紫
式
部

は

「
散

る
桜
」

に
対
し

て
、
ど

の
よ
う
な
意
識
を
持

っ

て
い
た
の
だ

ろ
う

か
。
『
紫
式
部
集
』
を
み

て
み
る
と
、

同

じ
人
、
荒
れ

た
る
宿

の
桜

の
、
お
も
し

ろ
き
事
と
て
、

折
り
て
お
こ
せ

た
る
に
、

散

る
花
を
嘆
き

し
人

は
こ
の
も
と

の
さ
び
し
き

こ
と
や

か
ね
て
知
り
け

む「
思
ひ
絶
え
せ
ぬ
」
と
、
亡
き
人

の
言

ひ
け

る
事
を
、
思

ひ
い
で
た
る
な

(注
64
)

り
。

と

い
う
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部

の
夫
、
宣
孝
が
亡
く
な

っ
た
後
、
宣

孝

の
娘
か
ら
贈
ら
れ
た
桜

を
見

て
、

亡
き

夫
が
生
前
言

っ
て
い
た
言
葉
を
紫
式

部
が
回
想
し
て

い
る

の
で
あ
る
。
宣
孝

は
散
る
桜

を
見

て
嘆

い
て
い
た
。
そ
れ

は
、
桜

の
美
的
風
情
に
対
す

る
執
着

心
か
ら
生

じ
た
も

の
だ

っ
た
ろ
う

か
。
南

波
浩

氏

の
説
に
よ
れ
ば
、
桜

は
、
農

耕
儀

礼
と
相

ま

っ
て
、

農

作

の
豊

凶

か

ら
、

ひ

い
て
は
人
の
世

の
生

活
の
盛
衰
、
悪
疫

の
流
行
、
人
間

の
生
命

の
消
長

(注
65
)

等

の
予
兆
に
係

っ
て

い

た
と

い
う
。
病
床

の
宣
孝
が
、
「
散

る
桜
」
H

「
死

の

予
感
」
と

い
う
念
を
持

っ
た
と
し
て
も
何

の
不
思
議
も
な

い
。
更

に
、
南
波
氏

の
ご
指
摘
に
よ
る
と
、
宣
孝

の
亡
く

な

っ
た
当
時

の
時
代
背
景

は
、
宣
孝

の
死

去

の
前
年
、

長
保

二
年

(
一
〇
〇
〇
)

の
、
『
日
本
紀
略
』

の
記
事

に
は

今
年

冬
、
疫

死
甚

盛
。
自
二
鎮

西
一来
二
京
師
O

と
あ
り
、

死
去
当
年
、

長
保

三
年

の
記
事

に
は
、

始
レ
自
二
去
冬
、
至
二
于
今
年

七
月
、
天
下
疫

死
大
盛
。
道
路
死
骸

不
レ
知
二
其

数
O
況
於
二
斂
葬

之
輩
、
不
レ
知

ご幾

万
人

O

(注
66
)

と
あ
る
よ
う

に
、
疫
病

の
流
行
が

相
当
ひ
ど

い
時
代

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ

の

昔
、
秋

の
農
穣
を
予
兆
す
る
と
さ
れ
て

い
た
桜

の
花
を
、

な
る
べ
く
長
く
枝

に

留

め
て
農
作
を
祈

っ
た
と
さ
れ
る
鎮
花
祭
も
、

平
安

時
代

に
な
る
と
、
疫
病

の

流
行
を
鎮

め
る
た
め
の
祭

に
様
変
り
し

て
い

っ
た

の
も
当
然

の
結
果
だ
と
い
え

一68【



よ
う
。
平
安
時
代

の

「
散

る
桜
」

は
疫
神
、
疫
病
と
深
く
係
わ
り
を
持

っ
て
い

た
の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
で
み
た

「
散
る
桜
」

は
、

病
床

の
宣
孝

に

と

っ
て
は
も
ち

ろ
ん

の
こ
と
、
紫
式

部
に
と

っ
て
も
美
的

景

物

ど

こ

ろ

か
、

「
死
」
を
予
兆
す
る
悲
し

い
景

物
と
し
て
目
に
映

っ
て
い
た
に
違

い
な

い
。
恐

ら
く
、

こ

の
蹴
鞠

の
風
景
に
み
え
る
桜

に
も
、

同
じ
よ
う
な
意
識
が
踏
ま
え
ら

れ
て

い
て
、

こ
れ

か
ら
先
、
物
語
を
暗
転
さ
せ
て
い
く

上
で
、

ま

ず

は
、
「
散

る
桜
」

を
前
奏

曲
と
し
て
設
定

し
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
し
て
場
面
に
は
も
う

一
つ
、
「
夕
暮
」
と

い
う
要

因
が
あ

る

こ

と

を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
原

岡
文

子
氏
が
、
夕

べ
の
消
え

よ
う
と
す
る
薄

い
光

の
中
に

浮

び
上

り
散

る
桜
を
、
禁
忌

の
恋

の
滅
び

の
図
柄
を
彩
る
も

の
と
み
て
お
ら
れ

る
よ
う

に
、
「
夕
暮
」

は

「
散

る
桜
」

の
負

の
イ

メ
ー
ジ
に
、
よ
り
拍

車

を

か

け

て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
も
、

こ
の

「
夕
暮
」
と

い
う

淡

い

光

が
、

桜

に

「
蔭
」
を

つ
く
り
出

し
て
い
る

こ
と

に
注
意
せ
ね
ば

な

る
ま

い
。
「
え

な
ら
ぬ

(注
67
)

(注
68
)

花

の
蔭
」
、
「
御
階

の
間

に
当
れ
る
桜

の
蔭
」
、
後

の
六
条

院
競
射

の
場
面

の

「
乱

(注
69
)

る

る
夕
風

に
、
花

の
蔭
」
等
、

こ
れ
ら

「蔭
」

も
不
吉

の
要

因
の

一
つ
な

の
で

あ
る
。
「
季
節
お
く
れ
」
・
「
夕
暮
」
・
「
蔭
」
・
「
風
」
・
「
散
る
」
と

い
う

マ
イ

ナ

ス
の
要
因
を
、
六
条
院
の
桜

は
孕

ん
で
い
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
ま

で
既
述

し

て
き
た

「
桜

」
に
は
、

何
か
し
ら
プ

ラ
ス
の
要

因

が

あ

っ
た
。

若
紫
巻
、

花

宴

巻
桜

の
宴

で
は

「
夕
暮
」

の
設
定

は
あ

っ
た
も
の
の
、
「
桜
」
そ

の
も

の

は

「
盛
り
」

で
あ

っ
た
。

花
宴

巻
藤

の
宴

の

「
桜
」

は
明
る
い

「
月
」

の
光

に
照

ら
さ
れ
て

い
た
。
桜

が
散
る
姿
を
描
写

し
て
い
る
場
面

に
は
、
光
源
氏
が
須
磨

へ
出
発
す
る
直
前

の

「
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花

の
木
ど
も
や
う
や
う
盛
り

(注
70
)

過
ぎ
て
、

わ
ず

か
な
る
木
蔭

の
い
と
白
き
庭

に
…
…
」
と

い

う

描

写

が

あ

る

が
、

こ
の
時
で
さ
え
、
桜

を
明
る
く

照
ら
す

「
有

明
の
月
」

の
光
が
あ

っ
た
。

一
方
、

こ
の
六
条
院
の
桜

は
、

マ
イ
ナ

ス
の
要

因
ば

か
り
な

の
で
あ

る
。
柏
木

は
、
そ

の
桜

の

「
蔭
」

に
い
た
た
め
に
悲
劇

に
巻
き
込
ま
れ

て
し
ま

っ
た
と
言

、兄
は
し
な
い
か
。
同

じ
桜

の
蔭

に
い
た

は
ず

の
夕
霧

は
、
桜

の
花
が
雪

の
よ
う

に
散

り
か
か

っ
て
く

る
の
を
理
由

に
、
自
発
的

に
、
そ

の
桜

の
蔭

か

ら

離

れ

る
。

し
か
も
そ

の
時
、
桜

の
枝
を
少

々
折
る
と

い
う
行
動
を
と

っ
て
い
る
の
で

あ

る
。

こ
の
行
動

に
、
挿
頭

の
習
俗

の
発
想
を
見
て
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ

の
桜

の
挿
頭

こ
そ
が
、
夕
霧
た
だ

一
人
を
六
条
院
の
悲

劇
か
ら
逃
す
役
割

を
担

っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

と
も
あ
れ
、
六
条
院

の
桜

は
、
柏

木
に
よ
る
女
三
宮

か
い
ま
み
事
件

か
ら
、

女
三
宮
密
通
、
懐
妊
事
件

へ
と
続
く
悲
劇

を
予
兆

し
得

る
の
で
あ

る
。

し
か
も

こ
の
桜
が
、

他
で
も
な

い
六
条

院
の
寝
殿
南

面
と

い
う
中
心
点

に
位
置
す

る
意

味

は
大
き
く
、
そ

の
桜
が

不
吉

の
要

因
を

た
く
さ

ん
孕
む
と

い
う

こ
と

は
、
イ

コ
ー

ル
、

六
条

院
崩
壊

を
意
味
す

る
の
で
は
な

い
か
。
夕
霧
が
そ

の
桜

の
蔭

か

ら
逃
れ
、

同
時

に
そ

の
桜

の
枝
を
折

り
取

る
構
図

に
は
、
夕
霧

の
六
条
院

か
ら

の
独
立
と
、

六
条
院
栄
華

の
継
承
を
予
告
す

る
意
図
が
含
ま
れ
て

い
る
よ
う
な

気
が
す

る
。
そ

し
て
、
そ

の
桜

の
蔭

で
女

三
宮
を

か
い
ま
み
た
柏
木

は
、
六
条

院

(光
源
氏
)

の
つ
く

る
大
き
な
蔭

(存
在
)
に
踏
み

つ
ぶ
さ
れ
た

の

で

は

な

か

っ
た
か
。

つ
ま
り
、

こ
の
蹴
鞠

の
風
景

に
現
れ
た
る
桜

は
、
光
源
氏

の
六
条
院
栄
華

世

界
を
象
徴
す

る
も

の
で
あ

り
、
そ

の
栄
華
世
界
が
脆
く
も
滅
び
ゆ
く
図
を
描
き

出

し
て
い
る
の
に
他
な
ら
な

い
。
胡
蝶
巻

に
、
季
節
お
く
れ

の
桜
、
風

に
少
し

散

る
桜

の
描
写
が
あ

る
が
、
そ

の
頃

か
ら
す
で
に
、

六
条
院
栄
華

世
界
の
バ
ラ

一
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ン
ス
は
、
意
図
的
に
狂
わ
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な

い
。

8

桜
の
主
題
1

む
す
び
に
か
え
て
i

桜

は
い

つ
も
、
光
源

氏
の
背
後

に
あ

っ
て
、

し
か
も
彼

の
運
命

の
転
機

に
姿

を
現
す

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
盛

り
の
状
態

で
あ

っ
た

り
、
散
り
ゆ
く
と

こ
ろ

で
あ

っ
た
り
、

夕
暮

に
彩

ら
れ

て
い
た
り
、
月

の
光

に
照
ら
し
出
さ
れ
て

い
た

り
す
る
。
様

々
な
姿

を
呈
し
な
が

ら
、
物
語
と
密
接

に
絡

み
あ

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。
桜

は
背
景

に
あ

り
な
が
ら
、
け

っ
し

て
背
景

に
留
ま

っ
て
は
い
な

い
。

桜

は
光
源
氏

の
人
生
を
巧

み
に
暗
示

し
て
い
る
と

い

っ
て
も
よ

い
。
し
か
し
、

桜

の
担
う
意
味

は
、
そ
れ
だ
け

に
留
ま

る
も

の
で

は
な

い
と
思
ヶ

の
で
あ
る
。

前

に
、
『
古
今
集
』

の
桜

の
歌

は
四
部
構
成

に
な

っ
て

い
る
と

い
う

松

田
武

夫
氏

の
論

に

つ
い
て
触
れ

た
。
桜

の
歌

は
、
先
駆
け
て
咲
く
山
桜
↓

盛
り
の
桜

↓
晩
花
↓
散

る
桜
↓
散
ら
さ
れ
た
桜

の
名
残
↓
咲
く
桜

に
触
発
さ
れ
る
人
間
感

情
↓
落
花
↓
落
花
後

の
感
慨
と

い
う
流
れ
を
み
て
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う

(注
69
)

し
た
起

・
承

・
転

・
結
的
な
桜

の
歌

の
構
造

は
、
『
源

茂
物
語
』

の

「
桜
」

に

も
見
出
す

こ
と
が

で
き
る

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
『
源
氏
物
語
』

の

「
桜
」
,

の
若
紫
巻

の

「
山
桜
」
に
は
じ
ま
る
。
そ

し
て
、
桜

の
宴

〈
盛
花
〉
↓
藤

の
宴

の
桜

〈
晩
花
〉
↓
須
磨
巻
離

京
直
前

の
盛
り
を
過
ぎ

た
桜

〈
落
花
〉
↓
東
宮

へ

の
消
息

に
つ
け

た

「
桜

の
散
り
す
ぎ
た
る
枝
」
〈
名
残
V
↓

少
女
巻
朱

雀

院

幸

行

の
盛
り
ま
だ
し
き
桜
↓
胡
蝶

巻

の
六
条

院
の
桜

く
盛
花
V
↓
若
菜
上
巻

の
六

条
院

の
桜

〈
落
花
〉
↓

幻
巻
、

六
条

院
晩
春

の
風
景

〈
落
花
後

の
感
慨
〉
と

い

う
よ
う

に
、
『
古
今
集
』
と
同
様

の
起

・
承

・
転

・
結
的
な
構
造
を

み

て

と

れ

る
。

物
語

の
展
開

に
順
応
し
て
、
「
桜
」

も

ま

た

大
き
な

一
つ
の
流
れ
を
持

っ

て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
程
ま

で
に
作
意
的

に
設
定
さ
れ
た

「桜
」

に
は
、

い

か
な

る
主
題
が

か
く
さ
れ

て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

光
源
氏

は
帝

の
御
子
と
し

て
生
ま
れ
な
が
ら
臣
籍

に
く
だ
ら
さ
れ
た
。

し
か

し
、
結
局

は
冷
泉
帝

の
実
父
と
し

て
、
帝
以
上

の
政
権

を
掌

握
す
る
こ
と

に
な

(注
71
)

る

(潜
在
王
権
)
。
そ

ん
な
光
源
氏

の
王
権

獲
得
物

語

の
推
移

を
、
「
桜
」

は
適

確

に
表
象

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

結
論
を
先
に
言

っ
て
し
ま
え
ぽ
、
「
桜
」

は
真

の
皇
権
、

つ
ま
り
、
王
権
を
孕
ん
だ
皇

権
を
象
徴

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

(注
η
)

秋
山
虔
氏

の
い
わ
れ
る
、
『
古
今
集
』
に
底

流
す
る
天
皇

信

仰

が
、

こ
の

『
源

氏
物
語
』

の

「
桜
」

に
も
潜
ん
で

い
る
か
も
し
れ
な

い
。

平

安

時

代

の
天

皇

は
、
藤
原
氏

の
摂
関
政
治
に
勢

力
を
奪

わ
れ
、

天
皇
と

は
名
ば

か
り
の
偶
像

で

し
か
な
か

っ
た
。
し
か
し
光

源
氏
は
政
権

を
掌
握
す

る
ば

か
り
か
、
最
後

に
は

准
太
上
天
皇

と

い
う
皇
権

を
も
獲
得
す

る
の
で
あ

る
。
そ
う

い

っ
た
摂
関
家

に

左
右
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
、

王
権

を
合

わ
せ
持

っ
た
皇
権
を

「
桜
」

は
象
徴
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
な
が

ら
、
そ
う

し
た
栄
華

は
長
く

は
続

か
な

い
。
本
物

の
栄
華
を
手

に
す
る
ま
で
、
光
源

氏
は
実

に
多
く

の
試
練

・
困
難
を
乗
り
越
え

て
き
た
。
長

い
年

月
を
か
け
て
、

や

っ
と
手

に
し
た
栄
華

で
あ

っ
た
は
ず
な

の
に
、
そ

の
栄

華

は
い
と
も
簡
単

に
バ
ラ

ン
ス
を
崩

し
て
し
ま
う
。
栄
華

の
推
移

は
、
徐

々
に

咲

い
て
、
満
開
期

は
短
く
、

パ

ッ
と
散

っ
て
し
ま
う
桜

の

一
生

に
も
等
し

い
。

『
源
茂
物
語
』

の

「
桜
」

は
、
栄
華

に
し
ろ
、
比
喩

に
し

ろ
、
地
位

に
し
ろ
、

こ
の
世

の
最
高

・
最
上

の
も

の
を
象
徴

し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

の
持

つ
微
妙
な
明

暗

を
も

同
時

に
描
出

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

紫
式
部

は
、
古
代

か
ら
伝
承
さ
れ

て
き
た
民
俗
信
仰

・
習
俗
を
多
く

踏
ま
え
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て

い
な
が

ら
も
、
中
世

で
盛

ん
に
い
わ
れ

る
よ
う

に
な

る
無
常
観
を
、

こ
の
時

早
く
も
確
立

さ
せ
て
い
た
の
だ

ろ
う

か
。
真

の
皇
権

は
得
難
く
脆

い
も

の
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
』

の

「
桜
」

は
、
そ
う
し
た

は

か
な

い

「
真

の
皇
権
」
を
象

徴
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

〈
注
〉

(1
)

古
閑
素
子

『源
氏
物
語

の
植
物
』
昭

46

・
10

・
30

〈
桜
楓
社
〉。

(2
)

中
尾
佐
助

「
花

の
文
化
史
」

(『
日
本

の
美
学
』
第
三
号

昭
59

・
10

・
30

〈
ぺ
り

か
ん
社
〉
所
収
)

二
五
頁
。

(3
)

松

田
修

『
萬
葉
植
物
新
考
』

昭
45

・
5

・
15

〈社
会

思
想
社
〉
、
「う

め
」

二

八
二
～

二
八
八
頁
、
「
さ
く
ら
」
三
三

二
～
三
三
五
頁
。

(4
)

注

(3
)
の
二
八
八
～

二
八
九
頁
。

(5
)

折

口
信
夫

「
花

の
話
」

(『折

口
信
夫
全
集
』
第

二
巻

昭

47

ザ
6

・
20

〈
中

央
公
論
社
〉
所
収
)

四
七
四
頁
。

(6
)

藤
木
庸
子

「
八
代
集
に
お
け
る

『
花
』

の
歌
と

『
月
』

の
歌
」
(『国
文
目
白
』

一
四
号
、
【昭
50

・
2

・
28

〈
日
本
女
子
大
学

国
語
国
文
学

会

編

刊
〉)

三

七

頁
、
表

2
よ
り
。

(
7
)

松

田
武
夫

『古
今
集

の
構
造

に
関
す

る
研
究
』
昭

46

・
9

・
20

〈
風

間

書

房
〉

一
入
九
頁
。

(8
)

(9
)

(10
)

(11
)

(12
)

(13
)

(14
)

(15
)

(16
)

松
田
武
夫
氏

の
分
類

に
よ
る
。
春
歌
上

四
九
～
六

八
番
。

春
歌
下
六
九
～

八
九
番
。

春

歌
下
九
〇
～

一
〇
三
番
。

春

歌
下

一
〇
四
～

=

八
番
。

注

(7
)
の

一
入
六
～

一
入
七
頁
。

注

(7
)
の

一
九
八
頁
。

注

(7
)
の
二
〇
九
～

二

一
〇
頁
。

注

(7
)
の
一=

六
頁
。

注

(7
)
の
二
二

一
。

(17
)

注

(7
)
の

一
入
六
頁
。

(18
V

秋
山
虔

「
日
本
的
美
意
識

の
問
題
1

『
古

今

集
』

を

め

ぐ

っ
て
ー

」

『
日
本
文
学
講
座

2

文
学
史
の
諸
問
題
』

昭
62

・
5

〈
大
修
館
書
店
〉
所
収
)

=

四
頁
。

(19
)

『
源
氏
物
語
』

一
巻

(阿
部

秋
生

・
秋
山
虔

・
今
井

源
衛
校
注
、
『
日
本
古
典

文
学
全
集
』
〈小
学
館
>

12
～

15
)
若
紫
巻

三
〇
二
頁
。

以
下

『
全
集

』
と
略

す
。

(20
)

花
宴
巻

(『
全
集
』

一
、
四

二
五
頁
)

(21
)

野
分
巻

(『全
集
』
三
、

二
五
七
頁
)

(22
>

若
菜
上
巻

(『全
集
』
四
、

一
四
〇
頁
)

(23
)

原
岡
文

子

「『
源
氏
物
語
』

の

「
桜
」
考
」

(『
物
語
研
究
第

二
集
ー

特
集

・

視
線

』
昭
63

・
8

・
25

〈
新
時
代
社
〉
所
収
)

一
四
三
頁
。

(24
)

河
添
房
江

「
花
の
喩
の
系
譜
ー

源
氏
物
語

の
位
相
-

」
(『
日
本
の
美

学
』
第
三
号

昭

59

・
10

・
30

〈
ぺ
り
か
ん
社
〉)

三
六
～
三

八
頁
。

(25
)

若
菜
下
巻

(『
全
集
』
四
、

一
八
四
頁
)

(%
)

若
菜
上
巻

(『
全
集
』

四
、

=
二
八
頁
及

び
、

一
四

一
頁
)

(27
)

藤

田
加
代

「「
梅
」
・
「
桜
」
・
「
柳
」

の
イ
メ
ー
ジ
L

源
氏
物
語
に

お

け

る

人
物
造
型
試
論
と
し
て
ー

し

(『
日
本
文
学
研
究
』
第

24
号

昭

61

・
12

・
25

〈
高
知
日
本
文
学
研
究
会
編

・
刊
〉)

(28
)

注

(1
)
の

ご
二
八
頁
。

(
29
)

風
巻
景
次
郎

「
続
桜
桃
攷
」

(『風
巻
景
次
郎
全
集
第
四
巻

源
氏
物
語

の
成

立
』
昭

44

・
11

・
25

〈
桃
楓
社
〉
所
収
)
五
四
六
頁
。

(30
)

山

口
仲
美

「
源
氏
物
語

の
比
喩
表
現
」

(『
平
安
文

学

の
文

体

の

研

究
』
昭

59

・
2

・
20
、〈
明
治
書
院
〉
所
収
)

一
七

一
頁
。

(31
)

御
法
巻

(『
全
集
』

四
、

四
八
二
頁
)

(32
)

注

(31
)
に
同
じ
。

(33
)

原
岡
文
子

(注

23
)
及

び
阿
部
好
臣

「紫
上

と
桜
1

そ
の
二
度

の
死
を

め

ぐ
り

て
ー

」

(『語
文
』
第

70
輯
、
昭

63

・
3

・
25
)

(34
)

和
歌
森
太
郎

『花

と
日
本
人
』
昭

50

・
4

・
28

〈
草
月
出
版
〉

一
五
頁
。
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(35
)

室
伏
信
助

「
源
氏
物
語
の
發
端
と
そ
の
周
邊
」

(『
国
学
院

雑
誌
』
第

58
巻

・

二
号

昭
32

・
6

・
30
)

(36
)

林
田
孝
和

「
若
紫
の
登
場
ー

光
源
氏

「北
山

行
き
」
の
精
神
史
i

」

(『
野
州
國
文
學
』
第
四
〇
号

昭

62

・
12

・
25
)

(37
)

注

(23
)
の

一
五
三
頁
。

(38
)

河
添
房
江

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
汐
べ
ー

そ
の
表
現
的
累
層
1

」
(『
む

ら
さ
き
』
第

一
九
輯

、
昭
57

・
7

〈紫

式
部
学
会
〉)

(39
)

清
水
好

子

「
源
氏
物

語
の
人
間

と
自
然
」

(『
國
文

学

・
解
釈

と
教

材

の
研

究
』
第

13
巻
第
六
号

昭
43

・
5

〈
学
燈
社
〉)

(40
)

若

紫
巻

(『全
集
』

一
、
三

〇
五
頁
)
「
あ
さ
ま
し
か
り
」

を
思
し
出

つ
る
だ

に
」
・
「
さ
て
だ
に
や
み
な
む
」
等
か
ら
推
測
で
き
る
。

(41
)

注

(23
)
の

一
五
三
頁
。

(42
)

伊
藤
優
美

「花

と

『
源
氏
物
語
』
'1

そ
の
民
俗
伝
承
1

」

(『大
谷
女
子

大
国
文
』
第

17
号
、

昭
61

・
12

・
10
)

(43
)

若
菜
下
巻

(『
全
集
』
四
、
二
〇
三
頁
)

(44
)

花
宴
巻

(『
全
集
』

一
、
四

二
三

・
四
頁
)

(45
)

『
全
集
』

一
、
四
二
四
頁
上
段
注
。

(46
)

花
宴
巻

(『
全
集
』

一
、
四

二
四
頁
)

(47
)

紅
葉
賀
巻

「(『
全
集
』

一
、
三
八
三
頁
)

(48
)

注

(65
)
に
同

じ
。

(49
)

須
磨
巻

(『
全
集
』

二
、

二
〇
四
頁
)

(50
)

井
手
至

「
上
代

の
人

と
花

と
民
俗
」

(『図
説

い
け
ば

な
大
系
』
第

二
巻
、
昭

45

・
6

・
30

〈
角
川
書
店
〉
所
収
)

二
六
頁
。

(51
)

賢
木
巻

(『
全
集
』
二
、
九
六
頁
)

(52
)

注

(23
)
の

一
四
八
～

一
四
九
頁
。

(53
)

林
田
孝
和

「
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
ー

月
光
の
美
」
(『王
朝
の
精
神
史
』

昭

58

・
10

・
15

〈
桜
楓
社
〉)

一
四

一
頁
。

(54
)

葵
巻

(『
全
集
』
六
六
頁
)
「
さ

て
も

あ
ら
む

に
な
ど
莎

口
惜
し
か
ら
む
」
等

か
ら
推
測

で
き

る
。

(55
)

緊

木
巻

「(『
全
集
』

二
、

一
一
五

・
六
頁
)

(56
)

少
女

巻

(『全
集
』
六
九
頁
)

(57
)

三
谷
栄

一

「
源
氏
物
語

に
お
け
る
民
俗
信
仰
1

(『物

語
文
学

の
世
界
』
昭

.

50

・
2

・
1

〈有
精

堂
〉
所
収
)
.
一
六
七
頁
。

(58
)

注

(鍛
〉
の
五
入
頁

及
び
注

(50
)
の
二
五
頁
。

(59
)

若

菜
上
巻

(『全
集
』
四
、

一
二
八

=
二
二
頁
)

(60
Y

『全
集
』
四
、

一
二
八
頁
上
段
注
釈

=
二
。

(61
)

注

(57
)
に
同
じ
。

(62
)

注

(42
)
に
同
じ
。

(63
)

『
全
集
』
四
、

=
一二

頁
上
段
注
釈
三

二
。

(64
)

南
波
浩

『紫
式
部
集
全
評
釈
』

昭
58

・
6

・
30

〈笠
問
書
院
〉

二
五
〇
頁
ゆ

第

四
三
番

の
歌
。

(65
)

注

(64
)
の
二
五
六
頁
。

(66
)

注

(85
)
の
二
五
六
～

七
頁
。

(67
)

若
菜

上
巻

(『
全
集
』
四
、

=
二
〇
頁
)

(
68
)

若
菜

上
巻

(『
全
集
』
四
、

一
三

一
頁
)

(
69
)

若
菜

下
巻

(『
全
集
』
四
、

一
四
六
頁
)

(70
)

須
磨

巻

(『全
集
』

二
、

一
五
九
頁
)

(
71
)

甘
利
忠
彦

「『
源
氏
物
語
』
第

一
部
の
探
奥

.
序
説
i

桐
壺
帝
の
悲
願
と

光
源
氏

の
本
性
」

(『語
文
』

第
69
輯

昭
62

・
12

・
25

〈
日
本

大

学

国

文

学

会
〉
)

(
72
)

注

(71
)
の

一
〇
九
頁
。
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