
─ 81 ─

成蹊國文　第五十二号　（2019）

一　
『
栄
花
物
語
』、
そ
の
恋
愛
文
学
と
し
て
の
可
能
性

　
事
新
し
く
述
べ
立
て
る
ま
で
も
な
く
、『
栄
花
物
語
』
は
仮
名
文
の
歴
史
叙

述
で
あ
る
歴
史
物
語
の
嚆
矢
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
じ
た
い
に
異
論
は
な
い
け
れ

ど
も
、
歴
史
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
術
語
は
、
近
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
確

立
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず（１
）、『
栄
花
物
語
』
が
当
初
か
ら
歴
史
叙
述
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
残
る（２
）。
ま
た
、

『
栄
花
物
語
』
は
語
り
の
方
法
こ
そ
作
り
物
語
の
そ
れ
に
拠
っ
て
お
り
、
そ
の

点
で
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
物
語
文
学
で
は
あ
る
も
の
の
、
作
り
物
語
の
み
な
ら
ず
、

仮
名
日
記
や
私
家
集
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
表
現
の
手
法
を
貪

欲
な
ま
で
に
取
り
込
み
つ
つ
集
大
成
し
て
お
り（３
）、
仮
名
文
の
歴
史
叙
述
│
歴

史
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
文
学
テ
ク
ス
ト
と

し
て
の
多
様
性
と
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
た
こ
と
の

な
か
っ
た
『
栄
花
物
語
』
の
恋
愛
文
学
と
し
て
の
一
面
に
つ
い
て（４
）、〈

男
の

心
〉
と
い
う
表
現
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ

り
、
必
ず
し
も
恋
愛
を
主
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
『
栄
花
物
語
』
に
、

秋
山
虔
氏
が
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
「
恋
愛
の
不
可
能
を
極
限
的
に
追
求
し

た
恋
愛
文
学
、
い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
へ
の
断
念
を
語
り
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て

恋
愛
の
本
質
を
照
ら
し
出
し
た
稀
有
の
物
語
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
な
深
度
を

求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が（５
）、
か
つ
て
岩
野
祐
吉
氏
が
「
か
な
し
く
あ

は
れ
な
物
語
」
と
評
し（６
）、
ま
た
加
納
重
文
氏
が
そ
の
基
調
と
し
て
「
情
趣
性
」

を
看
取
し
て
い
た（７
）『
栄
花
物
語
』
は
、
恋
愛
に
お
け
る
男
女
の
心
の
機
微
に
も

け
っ
し
て
鈍
感
で
は
な
い
。『
栄
花
物
語
』
は
、「
を
か
し
く
め
で
た
き
よ
の
あ

り
さ
ま
ど
も
」（
巻
第
一
「
月
の
宴
」
①
三
九
頁
）
（
８
）「
世
中
の
ゆ
き
か
は
り
、
人

の
御
さ
い
は
い
な
ど
、
む
か
し
も
の
が
た
り
の
や
う
な
る
事
ど
も
」（
巻
第
三

十
六
「
根
あ
は
せ
」
③
三
九
八
頁
）
を
書
こ
う
と
す
る
意
思
を
み
ず
か
ら
明
示

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
恋
愛
の
話
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
栄

花
物
語
』
自
身
が
言
及
し
て
い
る
「
む
か
し
も
の
が
た
り
」
の
伝
統
に
照
ら
し

て
も
、
何
ら
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　
近
時
、
横
溝
博
氏
は
、「
女
房
日
記
で
は
、
讃
仰
の
対
象
と
し
て
、
幾
分
の

距
離
を
も
っ
て
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
天
皇
や
后
た
ち
が
、『
栄
花
物
語
』

に
お
い
て
は
作
り
物
語
と
同
様
の
喜
怒
哀
楽
を
備
え
た
一
人
の
人
間
と
し
て
登

場
し
、
描
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」「『
栄
花
物
語
』
の
特
徴
は
、
帝
や
后
を
物

『
栄
花
物
語
』〈
男
の
心
〉
考

│
「
男
の
御
心
こ
そ
な
ほ
憂
き
も
の
は
あ
れ
」
│
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語
の
一
登
場
人
物
と
し
て
扱
い
、
遠
慮
会
釈
な
く
そ
の
心
中
を
語
り
出
し
て
い

く
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が（９
）、
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
の
み
を
示
し

て
お
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
「『
栄
花
物
語
』
の
特
徴
」
は
、
恋
愛
の
描
写
に
お

い
て
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
木
村
朗
子
氏
が
、
藤
原
摂
関
家
の
歴
史
が
仮
名
文
の
物
語
と
い
う
か

た
ち
で
書
か
れ
た
理
由
を
推
察
す
る
中
で
、「
男
女
の
情
事
な
ど
漢
文
日
記
に

記
録
さ
れ
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
閨
事
で
天
皇
の
系
に
に
じ

り
寄
っ
て
い
く
過
程
な
ど
は
、
恋
物
語
と
し
て
描
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
）
10
（

、「〈
後
宮
史
〉
の
物
語
」）11
（

と
も
評
さ
れ
る

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
恋
愛
の
描
写
が
持
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
〈
男
の
心
〉
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
の
〈
心
〉
を
問
わ
れ

る
〈
男
〉
た
ち
は
、
天
皇
や
摂
関
家
の
御
曹
司
と
い
っ
た
貴
顕
で
あ
り
、
彼
ら

の
恋
愛
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
は

ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
に
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
は
そ
う

し
た
政
治
的
な
文
脈
と
は
距
離
を
置
き
、
よ
り
普
遍
的
な
〈
男
〉
と
し
て
彼
ら

を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
〈
心
〉
の
あ
り
よ
う
を
問
う
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

二　
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
〈
男
の
心
〉

　
は
じ
め
に
、『
栄
花
物
語
』
に
四
例
が
見
出
さ
れ
る
〈
男
の
心
〉
の
用
例
を
、

前
後
の
文
章
と
と
も
に
掲
出
し
て
お
く
。

Ａ
か
く
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
事
を
、
う
ち
（
＝
村
上
天
皇
）
に
も
ま
ご
ゝ

ろ
に
な
げ
き
す
ぐ
さ
せ
給
ほ
ど
に
、
お
と
こ
の
御
こ
ゝ
ろ
こ
そ
な
を
う
き

も
の
は
あ
れ
、
六
月
つ
ご
も
り
に
、
み
か
ど
（
＝
村
上
天
皇
）
の
お
ぼ
し

め
し
け
る
や
う
、「
式
部
卿
の
宮
（
＝
重
明
親
王
）
の
き
た
の
か
た
（
＝

登
子
）
は
、
ひ
と
り
を
は
す
ら
ん
か
し
」
と
お
ぼ
し
い
で
ゝ
、
御
文
も
の

せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
后
の
宮
（
＝
安
子
）
の
御
お
と
ゝ
の
〔
御
〕
か
た

〴
〵
、
お
と
こ
ぎ
み
た
ち
、
た
ゞ
お
や
と
も
き
み
と
も
宮
を
こ
そ
た
の
み

申
つ
る
に
、
ひ
を
う
ち
け
ち
た
る
や
う
な
る
を
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
ま
ど

ふ
。 

（
巻
第
一
「
月
の
宴
」
①
四
九
頁
）

Ｂ
お
と
ゞ
（
＝
重
信
）、
御
と
し
な
ど
お
い
給
に
た
る
に
、
こ
の
三
位
の
中

将
（
＝
隆
家
）
の
御
事
を
い
み
じ
き
こ
と
に
お
ぼ
し
て
、
よ
さ
り
は
夜
中

ば
か
り
に
お
は
す
る
に
も
、
わ
れ
は
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
、
よ
ろ
づ
を
ま

つ
り
ご
ち
給
も
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
御
心
ざ
し
を
、
こ
の
中
将
の
き
み
、

ゆ
め
に
お
ぼ
し
た
ら
ず
、
か
げ
ま
さ
の
大
進
の
む
す
め
を
い
み
じ
き
も
の

に
お
ぼ
い
て
、
こ
の
ひ
め
ぎ
み
（
＝
重
信
女
）
の
御
た
め
に
、
い
み
じ
う

お
ろ
か
に
お
は
す
れ
ば
、
関
白
殿
（
＝
道
隆
）、
い
と
か
た
は
ら
い
た
う

か
た
じ
け
な
き
事
に
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
お
と
こ
の
心
（
│
御
心
甲
乙

学
）
は
い
ふ
か
ひ
な
げ
な
り
。

 

（
巻
第
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
①
二
〇
〇
頁
）

【
凡
例
】
甲
＝
富
岡
甲
本　
乙
＝
富
岡
乙
本　
学
＝
学
習
院
本

Ｃ
か
の
大
将
ど
の
（
＝
頼
通
）
は
、「
さ
て
も
い
か
な
り
し
こ
と
ゞ
も
に
か
」

と
お
ぼ
さ
れ
て
、
た
ゞ
な
ら
ま
し
よ
り
は
、
い
み
じ
う
く
ち
を
し
う
お
ぼ

さ
る
べ
し
。
そ
れ
も
を
と
こ
の
御
心
の
に
く
き
な
る
べ
し
。

 

（
巻
第
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
②
六
四
頁
）

Ｄ
ほ
り
か
は
の
女
御
ど
の
（
＝
延
子
）
は
、
た
ゞ
「
い
つ
ま
で
ぐ
さ
の
」
と

の
み
、
あ
は
れ
に
物
を
お
ぼ
し
て
あ
か
し
く
ら
し
給
。
院
（
＝
小
一
条
院
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〈
敦
明
親
王
〉）
も
、
を
ろ
か
な
ら
ず
お
ぼ
し
き
こ
え
さ
せ
給
事
も
、
し
ば

し
こ
そ
あ
れ
、
お
と
こ
の
御
心
、
や
う
〳
〵
月
ひ
ご
ろ
へ
だ
ゝ
り
ゆ
く
ま

ま
に
は
、
う
と
く
こ
そ
な
り
ま
さ
ら
せ
給
へ
、「
い
ま
は
い
か
ゞ
」
と
の

み
み
え
さ
せ
給
を
、
…
… 

（
巻
第
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」
②
一
六
六
頁
）

　
右
の
よ
う
に
、
用
例
は
す
べ
て
が
正
編
に
集
中
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ｂ
を
除

く
三
例
は
接
頭
語
「
御
」
を
伴
っ
て
「
男
の
御
心
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
松
村

博
司
氏
の
『
栄
花
物
語
の
研
究　

校
異
篇
』）12
（

及
び
学
習
院
本
の
紙
焼
写
真
）
13
（

に

よ
っ
て
検
し
た
限
り
で
は
、
Ｂ
に
「
御
」
の
有
無
を
め
ぐ
る
軽
微
な
異
同
が
見

ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、〈
男
の
心
〉
と
い
う
連
語
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く

な
る
よ
う
な
異
同
は
見
出
さ
れ
な
い
。

　
四
例
と
い
う
〈
男
の
心
〉
の
用
例
数
は
、
さ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
の
以
前
以
後
の
物
語

文
学
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
さ
え
一
例
も
見
ら
れ
な
い
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

用
例
は
ご
く
稀
で
あ
り
、
そ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
物

語
文
学
史
上
に
お
い
て
は
、〈
男
の
心
〉
な
る
も
の
に
着
目
し
て
い
る
の
は

『
栄
花
物
語
』
の
み
と
見
て
誤
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
り

物
語
で
は
な
く
、
ま
た
、
一
般
に
は
恋
愛
や
結
婚
に
関
わ
る
男
女
関
係
を
大
き

く
扱
っ
て
い
る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
『
栄
花
物
語
』
が
〈
男
の
心
〉
に
関

心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
意
想
外
に
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

こ
こ
に
『
栄
花
物
語
』
の
恋
愛
文
学
と
し
て
の
一
面
を
考
え
る
た
め
の
鍵
が
存

す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
か
。

　
前
掲
の
Ａ
〜
Ｄ
に
お
け
る
〈
男
の
心
〉
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
あ

ら
た
め
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
Ａ
は
、
糟
糠
の
妻
で
あ
る
中
宮
安
子
の
崩
御
後
、
村
上
天
皇
が
、
安
子
の
生

前
か
ら
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
、
事
も
あ
ろ
う
に
安
子
そ
の
人
に
手
引
き
を

頼
ん
で
さ
え
い
た
、
安
子
の
同
母
妹
で
、
天
皇
の
異
母
兄
重
明
親
王
の
未
亡
人

で
も
あ
る
登
子
に
懸
想
文
を
送
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
道
な
ら
ぬ
恋
に

踏
み
出
そ
う
と
す
る
村
上
天
皇
の
振
る
舞
い
が
、「
お
と
こ
の
御
こ
ゝ
ろ
」
が

「
う
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
出
来
事
と
し
て
、
厳
し
く
非
難
さ
れ
て

い
る
。

　
続
く
Ｂ
は
、
藤
原
隆
家
と
右
大
臣
源
重
信
女
と
の
結
婚
を
め
ぐ
る
一
節
で
あ

る
。
重
信
が
老
身
を
も
顧
み
ず
に
、
女
婿
と
し
て
迎
え
た
隆
家
を
献
身
的
に
厚

遇
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隆
家
は
家
格
で
は
重
信
女
に
は
る
か
に
劣
る

藤
原
景
斉
女
を
溺
愛
し
、
父
道
隆
の
諫
め
も
聞
き
入
れ
ず
に
、
正
妻
と
し
て
重

ん
じ
る
べ
き
重
信
女
を
粗
略
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
お
と
こ
の
心
」
は

「
い
ふ
か
ひ
な
げ
」

│
ど
う
し
よ
う
も
な
い
様
子
で
あ
る
、
と
語
り
手
は
評

す
る
。

　
次
の
Ｃ
は
、
道
長
の
嫡
男
頼
通
の
縁
談
に
関
す
る
話
題
で
あ
る
。
頼
通
は
、

具
平
親
王
女
の
隆
姫
女
王
を
正
妻
に
迎
え
、
深
く
愛
し
て
い
た
が
、
道
長
と
の

融
和
を
図
る
三
条
天
皇
の
意
向
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
女
二
の
宮
で
あ
る
禔
子
内

親
王
と
の
縁
談
が
持
ち
上
が
る
。
こ
の
縁
談
は
、『
栄
花
物
語
』
の
語
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
具
平
親
王
の
も
の
の
け
が
現
れ
た
り
、
隆
姫
女
王
の
乳
母
の
祈

願
に
よ
っ
て
貴
船
明
神
が
頼
通
を
病
づ
か
せ
た
り
し
た
た
め
に
沙
汰
止
み
と

な
っ
た
が
、
降
嫁
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
頼
通
が
「
い
み
じ
う
く
ち
を

し
」
と
思
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
「
を
と
こ
の
御
心
」
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は
「
に
く
き
」
も
の
で
あ
る
、
と
指
弾
し
て
い
る
。

　
最
後
の
Ｄ
も
、
Ｂ
・
Ｃ
と
同
じ
く
、
結
婚
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
み
ず
か

ら
東
宮
の
位
を
退
き
、
小
一
条
院
の
院
号
を
与
え
ら
れ
た
敦
明
親
王
は
、
道
長

女
提
子
と
結
婚
し
、
女
婿
と
し
て
道
長
に
厚
遇
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ

の
一
方
で
、
早
く
か
ら
の
妻
で
あ
る
左
大
臣
顕
光
女
延
子
と
の
仲
は
疎
遠
に

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
Ａ
〜
Ｃ
と
は
異
な
り
、
語
り
手
に
よ
る
批
評
の

草
子
地
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
第
に
延
子
か
ら
隔
た
っ
て
ゆ
く
小
一
条
院

の
思
い
が
、
や
は
り
「
お
と
こ
の
御
心
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て

い
る
。

　
叙
上
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
見
ら
れ
る
四
例
の
〈
男
の
心
〉
は
、
い

ず
れ
も
結
婚
あ
る
い
は
恋
愛
に
関
わ
る
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
「
な
を
う
き
も
の
は
あ
れ
」「
い
ふ
か
ひ
な
げ
な
り
」

「
に
く
き
な
る
べ
し
」
と
い
っ
た
、
直
截
な
非
難
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ

た
否
定
的
な
批
評
の
草
子
地
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
、

と
ひ
と
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
〈
男
の
心
〉
に
相
通
じ
る
表
現
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、『
栄

花
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
〈
人
の
心
〉
と
い
う
連
語
も
見
出
さ
れ
る
。

Ｅ
む
す
め
の
、
あ
る
が
な
か
に
い
み
じ
う
か
し
づ
き
お
も
ひ
た
り
け
る
を
、

「
お
と
こ
あ
は
せ
ん
」
な
ど
お
も
ひ
け
れ
ど
、
人
の
こ
ゝ
ろ
の
し
り
が
た

う
、
あ
や
う
か
り
け
れ
ば
、
…
…

 

（
巻
第
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
①
一
四
二
頁
）

Ｆ
さ
様
の
た
ぐ
ひ
に
も
、
け
し
か
ら
ぬ
人
〴
〵
に
思
ひ
い
ふ
べ
か
め
れ
ど
、

そ
れ
あ
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
な
を
い
と
む
か
し
も
い
ま
も
人
の
心
ぞ
心

う
き
物
は
あ
る
や
。

 

（
巻
第
二
十
一
「
後
く
ゐ
の
大
将
」
②
三
八
九
〜
九
〇
頁
）

　
Ｅ
は
、
娘
の
貴
子
の
結
婚
に
つ
い
て
思
案
す
る
高
階
成
忠
が
、〈
人
の
心
〉

の
頼
み
が
た
さ
を
危
ぶ
ん
で
結
局
宮
仕
え
に
出
し
た
と
い
う
も
の
、
ま
た
Ｆ
は
、

藤
原
教
通
の
際
限
の
な
い
好
色
ぶ
り
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
Ｆ

は
、
仮
に
〈
男
の
心
〉
と
あ
っ
て
も
文
意
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
り
、〈
人
の
心
〉
と
〈
男
の
心
〉
と
の
間
に
一
定
の
互
換
性
が
あ
る
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
Ｅ
は
直
前
に
「
お
と
こ
あ
は
せ
ん
」
と
あ
る
の

で
、〈
男
〉
の
重
複
を
避
け
て
「
人
の
こ
ゝ
ろ
」
と
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ

る
が
、
意
味
と
し
て
は
や
は
り
〈
男
の
心
〉
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
）
14
（

。
た
だ
し
、

〈
人
の
心
〉
の
場
合
は
、〈
男
の
心
〉
と
は
異
な
り
、
全
一
三
例
（
正
編
一
〇

例
・
続
編
三
例
）
の
う
ち
、
男
女
関
係
に
関
わ
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
わ
ず
か
に
Ｅ
・
Ｆ
の
二
例
に
過
ぎ
な
い
）
15
（

。

　
こ
の
〈
人
の
心
〉
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
が
兼
家
の

〈
心
〉
を
表
す
も
の
と
し
て
特
徴
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
吉
田
幹
生
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。『
蜻
蛉
日
記
』
の
〈
人
の
心
〉
も
、『
栄
花
物
語
』

の
〈
男
の
心
〉
も
、〈
男
〉
へ
の
不
信
感
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
し
て
い

る
点
で
は
同
様
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
作
者
道
綱
母
と
夫
兼
家
と
の
一
対
の

夫
婦
関
係
を
主
題
と
し
て
い
る
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
は
、〈
人
の
心
〉
の

〈
人
〉
が
指
し
て
い
る
の
は
、
常
に
兼
家
と
い
う
具
体
的
か
つ
個
別
的
な
人
物

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
〈
人
〉
一
般
へ
と
敷
衍
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

に
対
し
て
、『
栄
花
物
語
』
は
〈
人
〉
を
よ
り
明
確
に
〈
男
〉
と
い
う
性
に
限

定
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
で
、〈
男
〉
一
般
に
対
す
る
不
信
感
を
表
出
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

三　
〈
男
の
心
〉
の
表
現
史

　
続
い
て
、
や
や
迂
遠
な
手
続
き
な
が
ら
、『
栄
花
物
語
』
の
以
前
以
後
の
平

安
文
学
史
に
お
い
て
、〈
男
の
心
〉
と
い
う
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
か
、
そ
の
表
現
史
を
た
ど
り
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
前
述
の
よ

う
に
、
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
は
、〈
男
の
心
〉
と
い
う
連
語
の
用
例
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
日
記
な
ど
物
語
以
外
の
仮
名
散
文
テ
ク
ス
ト
に
ま
で
検
索

の
対
象
を
広
げ
て
み
て
も
、
管
見
の
限
り
で
は
、
次
の
四
例
を
見
出
し
う
る
の

み
で
あ
る
）
17
（

。

Ｇ
い
せ
の
宮
す
ん
所
、
お
と
こ
の
こ
ゝ
ろ
に
て
、

　
　

 

か
げ
と
の
み
水
の
し
た
に
て
あ
ひ
み
れ
ど
た
ま
な
き
か
ら
は
か
ひ
な

か
り
け
り 

（『
大
和
物
語
』
一
四
七
段
））18
（

Ｈ
「
な
に
ご
と
（
に
）
よ
り
もマ
マ
（
て
カ
）、
い
か
に
お
も
ほ
し
て
あ
り
つ
る

ぞ
」
と
（
忠
雅
が
）
き
こ
え
給
へ
ば
、（
正
頼
の
六
の
君
＝
忠
雅
の
北
の

方
は
）「
か
ゝ
る
こ
と
を
な
ん
き
ゝ
し
」
かママ
（
な
カ
）
ど
も
き
こ
え
給
は

ず
、「（
朱
雀
帝
の
女
三
の
宮
は
）
世
中
に
の
ゝ
し
り
い
で
給
宮
な
れ
ば
、

お
と
こ
の
御
心
と
い
ふ
物
ね
た
く
と
も
」
と
お
ぼ
し
て
、
お
と
ゞ
（
＝
正

頼
）
の
と
ゞ
め
給
へ
る
や
う
に
き
こ
え
給
ふ
。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
下
」））19
（

Ｉ
お
と
こ
の
心
、
は
た
し
ら
ず
、（
大
納
言
が
）「（
中
の
君
を
）
み
た
て
ま

つ
ら
ば
や
」
と
お
ぼ
し
も
や
す
ら
ん
。 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
二
））20
（

Ｊ
「
た
ゞ
、
男
の
こ
ゝ
ろ
は
か
ほ
る
大
将
、
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
三
宮
ば
か
り

こ
そ
、
あ
は
れ
に
め
や
す
き
御
こ
ゝ
ろ
な
め
れ
」
と
、
か
ら
う
じ
て
お
も

ふ
た
ま
へ
つ
れ
ど
、「
お
と
こ
も
お
ん
な
も
、
こ
ゝ
ろ
ふ
か
き
こ
と
は
、

こ
の
も
の
が
た
り
に
は
べ
る
」
と
ぞ
、
本
に
。 

（『
狭
衣
物
語
』
巻
四
））21
（

　
も
っ
と
も
、
Ｇ
の
『
大
和
物
語
』
の
例
は
、「（
生
田
川
伝
説
の
）
男
の
気
持

ち
に
な
っ
て
」
と
い
う
、『
栄
花
物
語
』
の
〈
男
の
心
〉
と
は
お
よ
そ
異
な
る

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
連
語
と
し
て
認
め
う
る
か
否
か
に
つ
い

て
も
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
Ｊ
の
『
狭
衣
物
語
』
の
例
は
、
確
か
に
〈
男
〉
一

般
の
〈
心
〉
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
周
知
の
よ
う
に
『
狭
衣
物

語
』
は
本
文
異
同
が
著
し
く
、
こ
の
用
例
を
含
む
文
章
じ
た
い
を
持
た
な
い
伝

本
も
少
な
く
な
い
。
わ
ず
か
に
Ｈ
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
Ｉ
の
『
夜
の
寝
覚
』

の
二
例
の
み
が
、
美
貌
の
女
性
に
関
心
を
寄
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
〈
男
〉
一

般
の
性さ
が

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
言
い
表
し
て
い
る
点
で
、『
栄
花
物
語
』
の

〈
男
の
心
〉
に
通
じ
て
い
る
、
と
評
し
え
よ
う
か
。

　
右
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
以
外
の
平
安
時
代
の
仮
名
散
文
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
は
、〈
男
の
心
〉
に
こ
と
さ
ら
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
、
と
見
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
歌
集
の
詞
書
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
事
情

は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
く
る
。
歌
そ
の
も
の
に
〈
男
の
心
〉
と
い
う
こ
と
ば
が

用
い
ら
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
平
安
時
代
の
歌
集
の
詞
書
に
は
、
以
下
の

ご
と
く
、
七
例
の
〈
男
の
心
〉
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。

Ｋ
を
と
こ
の
心
や
う
や
う
か
れ
が
た
に
見
え
ゆ
き
け
れ
ば

 

（『
後
撰
集
』
恋
三
・
七
四
九
））22
（

Ｌ
ま
も
り
お
き
て
侍
り
け
る
を
と
こ
の
心
か
は
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
ま
も
り

を
返
し
や
る
と
て 

（『
後
撰
集
』
恋
三
・
七
六
一
）
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Ｍ
を
と
こ
の
心
つ
ら
く
思
ひ
か
れ
に
け
る
を
、
女
な
ほ
ざ
り
に
「
な
ど
か
お

と
も
せ
ぬ
」
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

 

（『
後
撰
集
』
恋
三
・
七
八
〇
）

Ｎ
を
と
こ
の
心
か
は
る
け
し
き
な
り
け
れ
ば
、
た
だ
な
り
け
る
時
、
こ
の
を

と
こ
の
心
ざ
せ
り
け
る
扇
に
か
き
つ
け
て
侍
り
け
る

 

（『
後
撰
集
』
恋
五
・
九
三
四
）

Ｏ
を
と
こ
の
も
と
に
む
か
へ
た
る
に
、
こ
と
を
ひ
か
す
る
に
、
を
ん
な
と
だ

え
た
れ
ば
、
お
と
こ
の
心
も
か
は
り
た
る
や
う
に
み
え
し
か
ば

 

（『
小
馬
命
婦
集
』
四
五
））23
（

Ｐ
お
と
こ
の
心
と
い
ふ
も
の
、
つ
よ
く
あ
り
し
も
せ
よ
め
づ
ら
し
く
、
は
つ

か
な
る
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
つ
く
し
、
い
ひ
そ
む
る
な
さ
け
の
こ
と
ば
、
た

を
や
か
な
る
み
や
び
に
は
、
な
に
を
か
す
べ
き
と
て
、

 

（『
賀
茂
保
憲
女
集
』
Ⅰ
一
）

Ｑ
を
と
こ
に
つ
き
て
ゑ
ち
う
の
く
に
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
を
と
こ
の
こ

こ
ろ
か
は
り
て
つ
ね
に
は
し
た
な
め
け
れ
ば
、
み
や
こ
な
る
お
や
の
も
と

へ
つ
か
は
し
け
る

 

（『
金
葉
集
』〈
二
度
本
〉
雑
上
・
五
九
六　
読
人
不
知
）

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
右
の
七
例
の
う
ち
、
Ｐ
の
『
賀
茂
保
憲
女
集
』

を
除
い
た
六
例
が
、〈
男
の
心
〉
と
は
「
離か

る
」
も
の
、
あ
る
い
は
「
変
は
る
」

も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
『
後
撰
集
』『
小
馬

命
婦
集
』
の
例
は
、『
栄
花
物
語
』
成
立
以
前
の
一
〇
世
紀
後
半
ご
ろ
ま
で
に

は
、〈
男
の
心
〉
は
移
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
す
で
に
定

着
し
、
そ
れ
が
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
表
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
吉
田
幹
生
氏
は
、『
蜻
蛉
日
記
』

に
お
い
て
「
実
際
の
愛
情
が
ど
う
で
あ
る
と
い
う
以
前
に
、
男
へ
の
不
信
感
が

既
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
）
24
（

、『
蜻
蛉
日
記
』
も
ま

た
一
〇
世
紀
後
半
の
成
立
で
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
が
先
験
的
な
「
男
へ
の
不

信
感
」
を
あ
ら
わ
に
し
た
時
期
は
、『
後
撰
集
』
や
『
小
馬
命
婦
集
』
が
〈
男

の
心
〉
を
「
離
る
」
も
の
、「
変
は
る
」
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
時
期
と
も

重
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
前
掲
の
Ｋ
〜
Ｑ
の
七
例
の
う
ち
、
四
例
ま
で
が
『
後
撰
集
』
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
褻
の
歌
集
で
あ
り
、

男
女
の
日
常
的
な
恋
の
贈
答
歌
を
数
多
く
収
め
て
い
る
『
後
撰
集
』
な
れ
ば
こ

そ
、
お
の
ず
と
〈
男
の
心
〉
に
着
目
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
お
き
た
い
。
事
実
、〈
男
の
心
〉
の
用
例
は
す
べ
て
恋
部
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
右
の
推
測
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
恋
愛
に
お
け
る
〈
男
〉
の
一
般
的
な
傾
向
を
い
う
表
現
と
し
て
、

〈
男を
と
こ
の
心
〉
の
ほ
か
に
、〈
男を
の
こ
の
好
き
〉〈
男を
の
こ
子ご

の
好
き
〉
と
い
う
連
語
も
存

し
、〈
男
の
心
〉
と
同
じ
く
用
例
は
乏
少
な
が
ら
、
以
下
の
ご
と
く
、『
う
つ
ほ

物
語
』
と
『
夜
の
寝
覚
』
と
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。

Ｒ
を
の
こ
の
す
き
と
い
ふ
物
は
、
あ
や
し
き
物
に
は
べ
り
け
れ
ば
、
お
ほ
け

な
き
心
の
侍
て
、
身
を
も
ほ
ろ
ぼ
し
て
侍
に
こ
そ
あ
れ
。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
下
」）

Ｓ
お
の
こ
ゞ
の
す
き
は
、
さ
ぞ
あ
る
や
。「
女
あ
るマ
マ

（
り
カ
）」
と
き
け
ば
、

天
下
の
仙
人
も
さマ
マ
（
ま
カ
）
め
な
ら
ざ
め
れ
ば
に
こ
そ
。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
国
譲
下
」）
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Ｔ
心
し
り
な
る
あ
や
ま
ち
す
ら
、
お
の
こ
の
す
き
は
、
さ
こ
そ
侍
れ
、
ま
し

て
こ
は
、
ふ
か
き
と
が
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
た
ゞ
あ
な
が
ち
に
い

み
じ
き
事
に
侍
る
め
る
が
、
女
の
た
め
に
は
、
げ
に
い
と
い
と
を
し
き
事

に
侍
れ
ば
、
き
か
せ
た
て
ま
つ
り
侍
ら
ず
。 

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
）

　
こ
れ
ら
の
表
現
は
〈
男
の
心
〉
に
近
似
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、「
を
と
こ
」

と
「
を
の
こ
」
の
差
異
も
看
過
し
が
た
く
）
25
（

、
何
よ
り
〈
好
き
〉
と
い
う
具
体
的

な
性
向
を
直
接
に
指
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
よ
り
幅
広
く
〈
心
〉
そ
の
も
の

を
焦
点
化
し
て
い
る
『
栄
花
物
語
』
の
〈
男
の
心
〉
と
の
表
現
上
の
位
相
差
は
、

け
っ
し
て
小
さ
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

四　
〈
男
〉
と
〈
男
の
心
〉
へ
の
ま
な
ざ
し

　
こ
こ
で
は
、
再
び
『
栄
花
物
語
』
に
立
ち
戻
り
、
前
掲
の
〈
男
の
心
〉
の
用

例
Ａ
〜
Ｄ
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
仔
細
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
。

　
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
〈
男
の
心
〉
に
つ
い
て
考
え
る
前
提
と
し
て
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、
Ａ
で
は
村
上
天
皇
、
Ｂ
で
は
藤
原
隆
家
、
Ｃ
で
は
藤
原

頼
通
、
そ
し
て
Ｄ
で
は
小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）
と
、
名
だ
た
る
貴
顕
た
ち
が

〈
男
〉
と
名
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
〈
男
〉
と
い
う
呼
称

を
め
ぐ
っ
て
は
、『
源
氏
物
語
』
を
主
た
る
対
象
と
し
た
先
行
研
究
の
蓄
積
が

存
す
る
。
屛
風
歌
の
詞
書
や
歌
物
語
に
お
け
る
〈
男
〉〈
女
〉
の
呼
称
に
も
着

目
し
つ
つ
、
男
女
の
恋
の
場
面
で
は
、
身
分
や
社
会
的
地
位
を
問
わ
ず
、
い
か

な
る
人
物
も
〈
男
〉〈
女
〉
と
呼
ば
れ
う
る
こ
と
を
先
駆
的
に
指
摘
し
た
の
は
、

玉
上
琢
彌
氏
で
あ
っ
た
）
26
（

。
こ
の
玉
上
氏
説
は
、
そ
の
後
、
清
水
好
子
氏
・
神
作

光
一
氏
ら
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
）
27
（

、
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
〈
男
〉〈
女
〉
の
呼
称

の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

前
掲
Ａ
〜
Ｄ
か
ら
推
す
限
り
、『
栄
花
物
語
』
の
〈
男
の
心
〉
の
〈
男
〉
も
、

『
源
氏
物
語
』
の
場
合
と
同
様
に
、
男
女
の
恋
愛
関
係
あ
る
い
は
夫
婦
関
係
に

お
け
る
、〈
女
〉
に
対
す
る
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
表
現
で

あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
栄
花
物
語
』
正
編
が
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ

く
、
彰
子
の
文
化
圏
に
お
い
て
制
作
さ
れ
）
28
（

、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ

と
も
、〈
男
〉〈
女
〉
の
呼
称
を
め
ぐ
る
表
現
の
共
通
性
の
一
因
と
し
て
あ
っ
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
村
上
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
貴
顕
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
面
に
お
い
て
、〈
女
〉
と
向
き
合
う
一
人
の
〈
男
〉
と
し
て
据
え
直
さ
れ
、

そ
の
〈
心
〉
の
あ
り
よ
う
が
問
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

編
年
的
な
通
史
へ
の
志
向
を
持
つ
『
栄
花
物
語
』
は
、
作
り
物
語
の
よ
う
に
、

個
々
の
〈
男
〉
た
ち
の
〈
心
〉
を
継
続
的
に
深
く
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
い
う
方

向
へ
は
向
か
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
個
別
的
な
〈
心
〉
の
問
題
を
起
点
と

し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
〈
男
の
心
〉
一
般
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す

る
の
が
、『
栄
花
物
語
』
の
特
徴
で
あ
る
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
な
〈
男
の
心
〉
の
表
現
性
は
、
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
『
栄
花
物

語
』
注
釈
史
の
中
で
は
、
ほ
ぼ
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
、『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
Ａ
に
つ
い
て
「
女
性
の
立
場
に
立
っ
た
、
男
性
不
信

の
表
白
」「『
栄
花
』
の
作
者
と
し
て
女
性
が
想
定
さ
れ
る
有
力
な
根
拠
の
一

つ
」
と
評
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
Ｂ
に
は
「
男
性
の
不
実
を
批
判
す
る
草
子

地
」、
Ｃ
に
も
「
頼
通
が
異
例
と
い
え
る
ほ
ど
隆
姫
を
愛
し
て
い
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
収
ま
ら
な
い
気
持
も
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し

て
の
語
り
手
の
評
言
」
と
注
記
し
、
こ
う
し
た
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
お
お
む
ね
首
肯
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、〈
男
の
心
〉
へ
の
不
信
感
の
表
出
を
女
性
作
者
説
の
「
有
力
な
根

拠
」
と
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
『
新
全
集
』
独
自
の
説
で
は
な
く
、
そ
の
淵
源

は
、
岡
本
保
孝
『
栄
花
物
語
抄
』
の
、
Ｃ
に
対
す
る
「
男
の
心
の
あ
だ
な
る
を

い
ふ
。
此
物
語
、
女
の
か
け
る
一
証
と
な
る
べ
し
」）29
（

と
い
う
注
記
に
ま
で
遡
り

う
る
。
む
ろ
ん
、「
男
性
の
不
実
」
に
対
す
る
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
作
者
は
女
性
で
あ
る
、
と
性
急
に
断
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
が
、「
お
と
こ
の
御
こ
ゝ
ろ
こ
そ
な
を
う
き
も
の
は
あ
れ
」「
を

と
こ
の
御
心
の
に
く
き
な
る
べ
し
」
と
い
っ
た
物
言
い
は
、
確
か
に
「
女
性
の

立
場
」
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
に
は
、
個
々
の
具
体
的
な
〈
男
〉

の
〈
心
〉
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
よ
り
一
般
的
か
つ
普
遍
的
な

〈
男
の
心
〉
の
問
題
へ
と
敷
衍
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
与
謝
野
晶
子
の
、
Ｃ
に
つ
い
て
の

「
妻
を
思
ふ
こ
と
の
深
い
こ
の
人
で
も
、
男
の
通つ
う

有い
う

性せ
い

で
あ
る
多
感
な
所
は
あ

る
の
で
あ
る
」（『
新
訳
栄
華
物
語
』
中
巻
「
玉
の
む
ら
菊
」））30
（

と
い
う
解
釈
で

あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
「
多
感
な
所
」
を
頼
通
個
人
の
問
題
と
は
み
な
さ
ず
、

〈
男
〉
一
般
に
つ
い
て
の
「
通
有
性
」
を
有
す
る
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
看
破
し
た
点
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
「
通
有
性
」
と

い
う
語
は
、
後
続
の
『
日
本
古
典
全
書
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
栄
花
物
語

全
注
釈
』
な
ど
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
栄
花
物
語
』
と
同
じ
く
前
掲
Ｋ
〜
Ｎ
の
四
例

の
〈
男
の
心
〉
の
用
例
を
含
む
『
後
撰
集
』
が
、〈
男
の
心
〉
は
「
離
る
」
も

の
、「
変
は
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
明
確
に
示
し
な
が
ら
も
、
取

り
立
て
て
そ
の
こ
と
を
批
判
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、『
栄
花
物
語
』

は
Ａ
〜
Ｃ
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、「
憂
し
」「
言
ふ
か
ひ
な
げ
な
り
」「
憎
し
」

と
、
相
当
に
直
接
的
な
、
強
い
こ
と
ば
で
指
弾
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
加
藤
静
子
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
を
「
女
房
文
学
と
し
て
の
系
譜
に
連
な

る
作
品
」「
女
性
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て
女
性
た
ち
の
た
め
に
記
し
た
歴
史
叙

述
の
書
」
と
評
し
て
い
る
が
）
31
（

、
そ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
性
格
は
、
歴
史
と

は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
恋
愛
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち

で
如
実
に
表
れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
栄
花
物
語
』
の
厳
し

い
〈
男
の
心
〉
観
は
、
貴
顕
た
ち
の
恋
愛
│
そ
れ
が
正
式
な
婚
姻
に
発
展
す

る
こ
と
は
む
し
ろ
少
な
く
、
召
人
と
し
て
の
待
遇
に
終
わ
る
こ
と
も
多
か
っ
た

で
あ
ろ
う
│
の
対
象
で
も
あ
っ
た
女
房
た
ち
の
、
生
々
し
い
実
感
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
み
な
し
う
る
。

　
と
は
い
え
、『
栄
花
物
語
』
は
、
前
述
の
ご
と
く
『
後
撰
集
』
の
時
代
に
は

ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
し
い
、〈
男
の
心
〉
は
移
ろ
い
や
す
い
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
無
批
判
に
便
乗
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
個
々
の

〈
男
〉
た
ち
の
〈
心
〉
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
掲
の
『
新
全
集
』

が
Ｃ
に
つ
い
て
「
頼
通
が
異
例
と
い
え
る
ほ
ど
隆
姫
を
愛
し
て
い
る
に
も
か
か

�

�

�

�

わ
ら
ず

�

�

�

、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
収
ま
ら
な
い
気
持
も
持
っ
て
い
る
」（
傍
点
稿

者
）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
同
様
の
事
情
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
か
ら
も
窺
知
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
で
は
、
村
上
天
皇
は
亡
き
安
子
の
死
を
「
ま
ご
ゝ
ろ
に
な
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げ
き
す
ぐ
さ
せ
」
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

�

�

�

�

�

�

�

、
そ
の
同
母
妹
で
あ
る
登
子
へ
の

懸
想
を
抑
え
か
ね
、
Ｂ
で
は
、
舅
の
重
信
が
手
厚
く
も
て
な
し
て
い
る
に
も
か

�

�

�

か
わ
ら
ず

�

�

�

�

、
隆
家
は
景
斉
女
を
寵
愛
し
て
重
信
女
を
顧
み
ず
、
Ｄ
で
は
、
小
一

条
院
は
延
子
を
「
を
ろ
か
な
ら
ず
」
思
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

�

�

�

�

�

�

�

、
道
長
女

提
子
と
の
結
婚
後
は
次
第
に
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
で
あ

る
。

　
も
と
よ
り
、『
栄
花
物
語
』
は
〈
男
の
心
〉
の
移
ろ
い
や
す
さ
そ
れ
じ
た
い

に
つ
い
て
も
、
け
っ
し
て
快
く
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

右
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
が
こ
と
さ
ら
に
批
判
し
て

い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
本
来
愛
情
を
注
ぐ
べ
き
（
で
あ
る
と
語
り

手
が
考
え
る
）
女
性
が
あ
り
な
が
ら
、
別
の
女
性
に
対
す
る
関
心
や
恋
慕
を
抑

制
し
え
な
い
、
そ
う
し
た
あ
や
に
く
な
〈
男
の
心
〉
の
あ
り
よ
う
を
こ
そ
、

『
栄
花
物
語
』
は
「
憂
し
」「
憎
し
」
と
難
じ
た
り
、「
言
ふ
か
ひ
な
げ
な
り
」

と
突
き
放
し
て
み
せ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
〈
男
の
心
〉
へ
の
辛
辣
な
ま
な
ざ
し
と
、
直
截
で
手
厳
し
い
批

判
の
こ
と
ば
は
、
本
稿
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
以
外
の
平

安
文
学
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
の
恋
愛
文
学
と
し
て

の
奥
行
き
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
か
く
も
徹
底
し
て
女
性
│
女

房
の
立
場
に
寄
り
添
い
、〈
男
の
心
〉
を
批
判
的
に
問
う
〈
女
〉
の
視
座
か
ら

恋
愛
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
が
単
に
仮
名
文
の
歴
史
叙
述
で

あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
恋
愛
文
学
と
し
て
、
ま
た
女
性
文
学
と
し
て
の
豊
か
な

可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
１ 　
松
村
博
司
「
歴
史
物
語
」（『
歴
史
物
語
〔
改
訂
版
〕

│
栄
花
物
語
・
四
鏡
と
そ

の
流
れ
│
』
塙
書
房
、
一
九
七
九
年
。
旧
版
一
九
六
一
年
）
参
照
。

　

２ 　

拙
論
「
仮
名
文
で
歴
史
を
「
書
く
」
と
い
う
こ
と

│
『
栄
花
物
語
』
論
の
た
め

の
序
章

│
」（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
二
七
、
新

典
社
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

　
３ 　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
静
子
「
序
に
か
え
て
」（『
王
朝
歴
史
物
語
の
方
法

と
享
受
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
年
）
の
「
編
年
体
構
造
の
な
か
に
、
作
り
物
語
、
女

房
日
記
や
家
集
と
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
手
段
が
渾
然
と
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指

摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
拙
論
「
ジ
ャ
ン
ル
と
時
代
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と

│
『
栄
花
物

語
』
と
「
歴
史
物
語
」
を
例
と
し
て

│
」（『
中
古
文
学
』
一
〇
〇
、
中
古
文
学
会
、

二
〇
一
七
年
一
一
月
）
で
も
言
及
し
た
。

　

４ 　

恋
愛
文
学
と
い
う
視
座
か
ら
古
代
文
学
を
論
じ
た
最
近
の
成
果
と
し
て
、
吉
田
幹

生
『
日
本
古
代
恋
愛
文
学
史
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
り
、
本
稿
も
多
大

な
示
唆
を
得
た
。
吉
田
氏
に
は
、
続
稿
と
し
て
「
恋
愛

│
愛
情
か
友
情
か　

文
学

ア
プ
ロ
ー
チ

│
」（
成
蹊
大
学
文
学
部
学
会
編
『
デ
ー
タ
で
読
む
日
本
文
化

│
高

校
生
か
ら
の
文
学
・
社
会
学
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
入
門

│
』〈
成
蹊
文
学
人
文
叢
書
〉

風
間
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
も
あ
る
。

　
５ 　

秋
山
虔
「
恋
愛
文
学
と
し
て
の
源
氏
物
語
」（『
日
本
の
美
学
』
一
一
、
ぺ
り
か
ん

社
、
一
九
八
七
年
一
一
月
）。

　
６ 　

岩
野
祐
吉
「
か
な
し
く
あ
は
れ
な
物
語
」（『
日
本
古
典
全
書
録附
』〈『
栄
花
物
語
』

三
〉
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
八
年
四
月
）。

　
７ 　

加
納
重
文
『
歴
史
物
語
の
思
想
』（
京
都
女
子
大
学
、
一
九
九
二
年
）
第
Ⅰ
編
「
栄

花
物
語
」
第
一
章
「
性
格
」（
初
出
一
九
七
六
年
）。
以
下
、
単
行
本
所
収
の
論
文
で

初
出
稿
が
あ
る
場
合
に
は
、
初
出
年
を
併
記
す
る
。

　
８ 　
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
、
川
口
久
雄
序
・
解
説
『
梅
沢
本　

栄
花
物
語
』〈
古
典

資
料
類
従
〉（
勉
誠
社
、
一
九
七
九
〜
八
二
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読

点
・
鍵
括
弧
を
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、
底
本
に
補

入
さ
れ
て
い
る
文
字
は
〔 

〕
で
括
っ
て
示
し
た
。
引
用
本
文
に
は
、
梅
沢
本
を
底
本

と
す
る
、
山
中
裕
・
秋
山
虔
・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
』
①
〜

③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉（
小
学
館
、
一
九
九
五
〜
九
八
年
）
の
巻
数
・
頁
数
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を
併
記
し
た
。

　
９ 　

横
溝
博
「『
栄
花
物
語
』
と
平
安
朝
物
語
の
関
係

│
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
、

成
熟
す
る
歴
史
語
り

│
」（
加
藤
静
子
・
福
長
進
編
『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』
六
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
八
年
六
月
）。

　

10 　

木
村
朗
子
『
女
た
ち
の
平
安
宮
廷

│
『
栄
花
物
語
』
に
よ
む
権
力
と
性
』〈
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
〉（
講
談
社
、
二
〇
一
五
年
）、
九
頁
。

　

11 　

益
田
勝
実
「
大
鏡

│
物
語
の
鬼
子
と
し
て
の

│
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材

の
研
究
』
三
一
│
一
三
、
学
燈
社
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）。

　

12 　

松
村
博
司
編
『
栄
花
物
語
の
研
究　

校
異
篇
』
上
・
中
・
下
・
続
（
風
間
書
房
、

一
九
八
五
〜
八
八
年
）。

　

13 　

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
（
Ｅ
七
五
六
五
）。

　

14 　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
Ｅ
・
Ｆ
の
〈
人
の
心
〉
を
と
も
に
「
男
の
心
」

と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

　

15 　

本
稿
の
論
旨
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、『
栄
花
物
語
』
正
編
に
見
ら
れ
る
一
〇
例
の

〈
人
の
心
〉
の
う
ち
、
四
例
ま
で
が
巻
第
二
十
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
に
お
け
る
公
任

の
出
家
を
め
ぐ
る
物
語
に
集
中
し
て
現
れ
、
人
心
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
嘆
じ
る
際
に

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

　

16 　

吉
田
幹
生
「〈
人
の
心
〉
か
ら
〈
我
が
心
〉
へ

│
『
蜻
蛉
日
記
』
論

│
」（『
日

本
古
代
恋
愛
文
学
史
』〈
注
（
４
）〉。
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

　

17 　
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
土
左
日
記
』『
篁
物
語
』『
多
武
峯
少
将
物
語
』『
蜻

蛉
日
記
』『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』『
和
泉
式
部
日
記
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日

記
』『
堤
中
納
言
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
更
級
日
記
』『
大
鏡
』『
讃
岐
典
侍
日

記
』『
今
鏡
』
に
は
、〈
男
の
心
〉
の
用
例
は
見
出
し
え
な
い
。

　

18 　
『
大
和
物
語
』（
前
田
家
本
）
の
引
用
は
、
池
田
亀
鑑
解
説
『
大
和
物
語
』〈
尊
経
閣

叢
刊
〉（
育
徳
財
団
、
一
九
三
六
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
読
点
を
付
し
た
が
、

仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

　

19 　
『
う
つ
ほ
物
語
』（
前
田
家
本
）
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
・
西
端
幸
雄
・
江
戸
英

雄
・
稲
員
直
子
・
志
甫
由
紀
恵
・
中
村
一
夫
編
『
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
１　

本

文
編
』
上
・
下
（
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読

点
・
鍵
括
弧
を
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、
底
本
に
な

い
文
字
を
補
っ
た
場
合
は
（　

）
で
括
っ
て
示
し
た
。

　

20 　
『
夜
の
寝
覚
』（
松
平
文
庫
本
）
の
引
用
は
、
大
槻
修
・
大
槻
節
子
校
注
『
夜
の
寝

覚
』
一
〜
五
〈
影
印
校
注
古
典
叢
書
〉（
新
典
社
、
一
九
七
六
〜
八
三
年
）
に
拠
り
、

適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
鍵
括
弧
を
付
し
た
が
、
仮
名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の

ま
ま
と
し
た
。

　

21 　
『
狭
衣
物
語
』（
内
閣
文
庫
本
）
の
引
用
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
紙
焼
写
真

（
Ｅ
二
三
三
八
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
鍵
括
弧
を
付
し
た
が
、
仮

名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

　

22 　

勅
撰
集
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
日
本
文
学
Ｗ
ｅ

ｂ
図
書
館
」）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
鍵
括
弧
を
付
し
た
。
底
本
は
、『
後
撰
和
歌
集
』

は
日
本
大
学
総
合
図
書
館
蔵
冷
泉
為
相
筆
本
、『
金
葉
和
歌
集
』（
二
度
本
）
は
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
伝
二
条
為
明
筆
本
。

　

23 　

私
家
集
の
引
用
は
、『
新
編
私
家
集
大
成
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
日
本
文
学
Ｗ

ｅ
ｂ
図
書
館
」）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
を
付
し
た
。
底
本
は
、『
小
馬
命
婦
集
』

は
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
本
、『
賀
茂
保
憲
女
集
』
は
書
陵
部
蔵
「
六
女
歌
集
」
所
載
本
。

　

24 　

注
（
16
）
吉
田
氏
論
文
。

　

25 　
「
を
と
こ
」
と
「
を
の
こ
」
の
差
異
に
つ
い
て
、
滝
澤
貞
夫
「
を
の
こ
」（
中
田
祝

夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
）
は
、「
平

安
時
代
、「
を
と
こ
」
が
も
っ
ぱ
ら
夫
（
情
夫
）
の
意
を
表
し
た
の
に
対
し
て
、
広
く

男
性
一
般
の
意
を
指
す
語
と
し
て
「
を
の
こ
」
が
生
じ
た
（
吉
澤
義
則
）
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
、
上
代
に
も
こ
の
語
が
存
在
し
、
平
安
時
代
の
用
例
か
ら
は
、「
を
の

こ
」
に
や
や
見
下
げ
た
語
感
が
認
め
ら
れ
る
以
外
に
、
さ
ほ
ど
に
意
味
上
の
違
い
は

認
め
が
た
い
」
と
説
い
て
い
る
。〈
を
と
こ
の
心
〉
の
用
例
は
あ
っ
て
も
、〈
を
の
こ

の
心
〉
の
用
例
が
見
出
せ
な
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
な
お
、『
古
語
大
辞
典
』
が

引
く
吉
澤
義
則
氏
の
説
は
、「「
を
と
こ
」
と
「
を
の
こ
」」（『
源
語
釈
泉
』
誠
和
書
院
、

一
九
五
〇
年
。
増
補
版
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
三
年
）。

　

26 　

玉
上
琢
彌
「
屛
風
絵
と
歌
と
物
語
と

│
源
氏
物
語
の
本
性
（
そ
の
三
）

│
」

（『
源
氏
物
語
音
読
論
』〈
岩
波
現
代
文
庫
〉
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
一
九
五

三
年
）。

　

27 　

清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
』（
三
一
書
房
、
一
九
五
九
年
。
増
補
版
、
塙
書
房
、
一
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九
六
七
年
）、
神
作
光
一
「
源
氏
物
語
の
男
性
像

│
「
男
」「
男
君
」
と
呼
ば
れ
る

場
面
を
と
お
し
て
の
一
考
察

│
」（
山
岸
徳
平
・
岡
一
男
監
修
『
源
氏
物
語
講
座
』

四
〈
各
巻
と
人
物
Ⅱ
〉、
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
一
年
）。
ま
た
、〈
男
〉
と
い
う
呼
称

に
関
す
る
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
麻
生
裕
貴
「
呼
称
が
描
く
夕
霧
の
恋

│
「
男
」・

「
男
君
」・「
女
」・「
女
君
」
呼
称
を
も
と
に

│
」（
河
添
房
江
編
『
古
代
文
学
の
時

空
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

　

28 　

拙
論
「
藤
原
彰
子
と
そ
の
時
代

│
后
と
女
房

│
」（
助
川
幸
逸
郎
・
立
石
和

弘
・
土
方
洋
一
・
松
岡
智
之
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
４　

制
作
空
間
の
〈
紫
式
部
〉』

竹
林
舎
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

　

29 　
『
栄
花
物
語
抄
』
の
引
用
は
、
内
閣
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
、
室
松
岩
雄
編
『
国
文

註
釈
全
書
』
七
（
國
學
院
大
學
出
版
部
、
一
九
〇
七
年
。
復
刻
版
、
す
み
や
書
房
、

一
九
六
八
年
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
を
付
し
た
。

　

30 　

逸
見
久
美
編
集
代
表
『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
一
一
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。
原

著
一
九
一
四
年
）、
二
八
九
頁
。

　

31　

注
（
３
）
加
藤
氏
論
文
。（

さ
く
ら
い
・
ひ
ろ
の
り　
本
学
非
常
勤
講
師
）


