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中
古
文
学
概
論 

｜

「
物
語
」
と
「
日
記
」
｜ 

藤
井 

由
紀
子 

「
物
語
」
と
「
日
記
」
は
、
相
互
に
影
響
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
っ
た
。
初
期
の
物
語
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
は
、
非
現

実
的
な
結
婚
形
態
を
描
く
。
「
そ
ら
ご
と
」
だ
か
ら
こ
そ
、
女
性
に
渇
望
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
「
物
語
」
の
虚
構
性
を
超
え
る

べ
く
、
『
蜻
蛉
日
記
』
が
生
み
出
さ
れ
る
。
以
降
、
「
日
記
」
は
、
女
性
が
自
身
の
半
生
を
つ
づ
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
な

っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
を
意
識
し
つ
つ
、
「
物
語
」
の
真
実
性
を
追
求
し
た
。
写
実
性
を
高
め
た
こ
と
で
多
く
の
男
性

読
者
を
獲
得
し
、
「
そ
ら
ご
と
」
と
し
て
の
「
物
語
」
の
限
界
は
突
破
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一 

初
期
物
語
の
実
相 

 

永
観
二
年
（
九
八
四
）
成
立
の
『
三
宝
絵
』（
絵
を
伴
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
説

話
部
分
の
み
が
現
存
）
は
、
学
者
で
あ
る
源
為
憲
が
、
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で

出
家
し
た
冷
泉
院
皇
女
・
尊
子
内
親
王
に
送
っ
た
仏
道
入
門
書
的
な
説
話
集
で

あ
る
。
そ
の
「
序
」
に
、「
物
語
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。 

又
物
ノ
語
ト
云
テ
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル
物
、
オ
ホ
ア
ラ
キ
ノ
モ
リ
ノ
草
ヨ
リ

モ
シ
ゲ
ク
、
ア
リ
ソ
ミ
ノ
ハ
マ
ノ
マ
サ
ゴ
ヨ
リ
モ
多
カ
レ
ド
、
木
草
山
川

鳥
獣
モ
ノ
魚
虫
ナ
ド
名
付
タ
ル
ハ
、
物
イ
ハ
ヌ
物
ニ
物
ヲ
イ
ハ
セ
、
ナ
サ

ケ
ナ
キ
物
ニ
ナ
サ
ケ
ヲ
付
タ
レ
バ
、
只
海
ア
マ
ノ
浮
木
ノ
浮
カ
ベ
タ
ル
事

ヲ
ノ
ミ
イ
ヒ
ナ
ガ
シ
、
沢
ノ
マ
コ
モ
ノ
誠
ト
ナ
ル
詞
ヲ
バ
ム
ス
ビ
オ
カ
ズ

シ
テ
、
イ
ガ
ヲ
メ
、
土
佐
ノ
オ
ト
ヾ
、
イ
マ
メ
キ
ノ
中
将
、
ナ
カ
ヰ
ノ
侍

従
ナ
ド
云
ヘ
ル
ハ
、
男
女
ナ
ド
ニ
寄
セ
ツ
ヽ
花
ヤ
蝶
ヤ
ト
イ
ヘ
レ
バ
、
罪

ノ
根
、
事
葉
ノ
林
ニ
露
ノ
御
心
ヲ
ト
ヾ
マ
ラ
ジ
。 

 
 
 
 
 

（
六
頁
） 

「
オ
ホ
ア
ラ
キ
ノ
モ
リ
ノ
草
」
や
「
ア
リ
ソ
ミ
ノ
ハ
マ
ノ
マ
サ
ゴ
」
は
、
数

え
切
れ
な
い
も
の
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
草
」
や
「
砂
」
よ

り
も
も
っ
と
多
く
存
在
し
て
い
る
の
が
「
物
ノ
語
」
な
の
だ
と
い
う
。
そ
の
内

容
は
、「
物
イ
ハ
ヌ
物
ニ
物
ヲ
イ
ハ
セ
」
た
り
す
る
荒
唐
無
稽
な
も
の
、
あ
る
い

は
、「
男
女
ナ
ド
ニ
寄
セ
ツ
ヽ
花
ヤ
蝶
ヤ
ト
」
言
う
浅
薄
な
も
の
ば
か
り
で
、
所

詮
は
「
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル
物
」
で
し
か
な
い
。
「
物
ノ
語
」
は
「
誠
ト
ナ
ル
詞
」
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を
語
ら
な
い
、
つ
ま
り
、〈
嘘
〉
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に

心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
真
実
を
追
究
す
る
経
典
を
重
視
せ
よ
と
い
う
主
張

は
、
こ
の
書
物
の
執
筆
目
的
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
言
説
で
あ
る
と
言
え
る
。 

た
だ
し
、
為
憲
の
意
図
と
は
別
に
、
こ
の
く
だ
り
は
、
十
世
紀
の
「
物
語
」

の
様
相
を
伝
え
る
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
三
宝
絵
』
の
時
代

ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
物
語
」
で
、
現
存
す
る
も
の
は
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
大
量
の
「
物
語
」
が
世
間
に

流
布
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
仏
道
に
対
す
る
心
構
え
を
説
く
書

の
「
序
」
に
、「
物
語
」
の
こ
と
を
書
き
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
若
い
女
性
に
と
っ
て
、「
物
語
」
と
は
非
常
に
魅
力
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
為
憲
は
、「
物
語
」
の
存
在
意
義
自
体
を
否
定

し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
、「
物
語
」
の
大
衆
性
の
高
さ
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

で
は
、
初
期
の
「
物
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
現
存
作

品
か
ら
そ
の
実
相
を
探
っ
て
み
た
い
。 

前
稿
で
触
れ
た
通
り
、「
物
語
」
の
始
発
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、『
竹
取

物
語
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
立
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
期
と
目
さ
れ
て
い

る
が
、『
万
葉
集
』
に
「
竹
取
の
翁
」
の
詠
ん
だ
長
歌
が
載
る
（
巻
十
六
・
三
七

九
一
）
こ
と
か
ら
、「
物
語
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
、
相
当
に
古
い
時
代

か
ら
、
「
竹
取
の
翁
」
を
め
ぐ
る
民
間
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
竹
取
物
語
』
と
い
う
「
物
語
」
と
は
別
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
（
平
安
後
期
成

立
の
説
話
集
）
や
『
海
道
記
』（
一
二
二
三
年
成
立
の
紀
行
文
）
に
は
、
内
容
的

に
は
『
竹
取
物
語
』
と
大
同
小
異
の
「
か
ぐ
や
姫
」
説
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
、
中
世
の
古
今
集
注
釈
書
（『
古
今
集
為
家
抄
』
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書

三
流
抄
』）
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
の
妻
と
な
り
、
月
日
を
経
た
の
ち
、
天
女
で

あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
消
え
失
せ
て
し
ま
う
と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の
も
見
出

せ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
竹
取
物
語
』
か
ら
派
生
し
た
の
で
は
な
く
、
「
物
語
」
化

さ
れ
る
以
前
の
、『
竹
取
物
語
』
と
同
源
の
伝
承
か
ら
発
生
し
た
も
の
だ
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
間
と
契
り
を
結
ん
だ
天
女
が
、
縁
が
尽
き
て
昇
天
す
る

と
い
う
話
の
筋
は
、
い
わ
ゆ
る
「
天
人
女
房
」
譚
と
し
て
、
昔
話
に
広
く
見
出

せ
る
話
型
の
一
つ
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
帝
と
結
ば
れ
る
形
の
「
か
ぐ
や
姫
」

説
話
こ
そ
が
、
最
も
始
原
的
な
形
を
残
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
は
、
「
か
ぐ
や
姫
」
を
誰
と
も
結
ば
れ
な
い
女
性

と
し
て
、
意
図
的
に
造
型
し
直
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
帝
の
求
愛
を

拒
絶
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
常
識
か
ら
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
行
為
で
あ

る
。
そ
れ
を
「
か
ぐ
や
姫
」
は
、
「
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
」
（
六
五
頁
）
と

い
う
設
定
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
る
。
お
よ
そ
現
実
的
な
話
で
は
な
い
と
は
い
え
、

日
本
最
古
の
「
物
語
」
が
、
結
婚
を
拒
否
す
る
女
性
を
主
人
公
と
し
て
い
る
こ

と
に
は
、
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。 

こ
の
よ
う
な
結
婚
に
対
す
る
主
題
性
は
、
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
目
さ

れ
る
『
落
窪
物
語
』
に
も
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
落
窪
物
語
』
は
、
「
継

子
い
じ
め
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
伝
奇
性
の
強
い
『
竹
取
物
語
』

と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
現
実
的
な
内
容
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ロ
イ

ン
で
あ
る
落
窪
の
君
と
結
婚
し
た
の
ち
の
男
君
（
中
将
）
は
、
物
語
冒
頭
で
「
い

み
じ
き
色
好
み
」（
巻
一
・
二
二
頁
）
と
さ
れ
た
性
質
を
擲
っ
て
、
彼
女
一
人
を

愛
す
る
男
性
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
な
後
ろ
盾
を
持
た
な
い
落
窪
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の
君
だ
け
を
妻
と
し
て
遇
す
る
中
将
に
対
し
て
、
乳
母
は
、「
君
達
は
、
は
な
や

か
に
御
妻
方
の
さ
し
あ
ひ
て
、
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
こ
そ
今
め
か
し
け
れ
」

（
巻
二
・
一
九
一
頁
）
と
、
右
大
臣
家
の
姫
君
と
の
結
婚
を
勧
め
る
。
乳
母
は
、

物
語
の
展
開
上
で
は
憎
ま
れ
役
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
台
詞
に
「
今
め
か

し
」
と
あ
る
通
り
、
こ
こ
で
は
当
世
的
な
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

妻
方
の
経
済
力
の
有
無
は
、
い
ま
だ
婿
取
り
婚
が
主
流
で
あ
っ
た
平
安
前
期
に

お
い
て
は
、
男
性
の
政
治
的
生
き
方
に
も
大
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
中
将
は
乳
母
の
勧
め
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
一
夫
一
妻
を
貫
く
。
こ
れ
も

ま
た
、
現
実
世
界
に
は
大
き
く
反
す
る
ヒ
ー
ロ
ー
像
で
あ
っ
た
。 

す
な
わ
ち
、
初
期
の
物
語
に
共
通
す
る
の
は
、
現
実
に
は
起
こ
り
に
く
い
こ

と
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
非
現
実
性
が
、
こ
と
、「
結

婚
」
と
い
う
事
柄
に
集
約
的
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、『
三
宝

絵
』
が
述
べ
て
い
た
通
り
、「
物
語
」
の
主
要
な
読
者
は
女
性
た
ち
、
就
中
、
ま

だ
若
い
、
未
婚
の
姫
君
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、

「
誠
ト
ナ
ル
詞
」
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
夫

多
妻
の
時
代
に
鬱
屈
し
て
い
た
「
女
ノ
御
心
」
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

熱
狂
的
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

二 

日
記
文
学
の
発
生 

『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』
い
ず
れ
も
、
そ
の
作
者
は
未
詳
で
あ
る
。
知
識

あ
る
男
性
の
手
に
よ
る
も
の
と
い
う
の
が
通
説
だ
が
、
想
像
の
域
を
出
な
い
。

「
物
語
」
が
そ
も
そ
も
「
語
り
」
で
あ
っ
た
以
上
、
た
と
え
そ
れ
が
書
き
記
さ

れ
た
と
し
て
も
、
特
定
の
作
者
一
人
の
創
造
物
で
あ
る
と
い
う
概
念
自
体
が
当

て
嵌
ま
り
に
く
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
事
実
、「
物
語
」
は
、
書

か
れ
、
読
ま
れ
、
写
さ
れ
て
い
く
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
手

が
加
わ
っ
て
流
動
し
て
い
く
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。 

女
性
が
文
学
の
「
書
き
手
」
と
し
て
明
確
に
登
場
す
る
の
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、

「
物
語
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
。『
土
佐
日
記
』
の
成
立

か
ら
遅
れ
る
こ
と
約
四
十
年
、
九
七
五
年
頃
に
成
立
し
た
と
目
さ
れ
て
い
る
『
蜻

蛉
日
記
』
は
、
初
の
女
性
の
手
に
な
る
日
記
文
学
で
あ
る
。
作
者
は
、
藤
原
道

綱
母
。
地
方
国
司
を
歴
任
し
た
藤
原
倫
寧
を
父
に
持
つ
こ
の
女
性
は
、
中
流
階

級
の
出
自
で
あ
り
な
が
ら
、
優
れ
た
歌
人
と
し
て
、
若
き
頃
よ
り
そ
の
名
が
知

ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
や
が
て
、
の
ち
に
天
下
人
と
な
る
藤
原
兼
家
の
求
婚
を

受
け
、
妻
の
一
人
と
な
る
。
し
か
し
、
兼
家
と
の
結
婚
生
活
は
、
道
綱
母
に
と

っ
て
、
決
し
て
幸
せ
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
兼
家
と
の

関
係
性
を
中
心
に
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
か
ら
天
延
二
年
（
九
七
四
）
の
約

二
十
年
間
の
出
来
事
を
つ
づ
っ
た
の
が
『
蜻
蛉
日
記
』
で
あ
る
。
日
記
冒
頭
、

道
綱
母
は
、
こ
の
作
品
を
記
そ
う
と
し
た
意
図
を
明
確
に
記
し
て
い
る
。 

か
く
あ
り
し
時
す
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く

に
も
つ
か
で
世
に
ふ
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て
も
人
に
も
似
ず
、
心

魂
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
、
か
う
物
の
要
に
も
あ
ら
で
あ
る
も
こ
と
わ
り
と

思
ひ
つ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明
か
し
暮
ら
す
ま
ま
に
、
世
の
中
に
多
か
る

古
物
語
の
端
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に

も
あ
ら
ぬ
身
の
う
へ
ま
で
書
き
日
記
し
て
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な

ん
、
天
下
の
人
の
品
高
き
や
と
問
は
ん
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
、
と
お
ぼ
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ゆ
る
も
、
す
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、
さ

て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
ん
多
か
り
け
る 

 
 
 
 

（
上
・
三
九
頁
） 

道
綱
母
は
、
ま
ず
、
自
分
自
身
を
、「
世
に
ふ
る
人
」
と
三
人
称
で
作
品
中
に

登
場
さ
せ
る
。
前
例
の
乏
し
い
「
日
記
」
を
書
き
始
め
る
際
に
、
ひ
と
ま
ず
は

「
物
語
」
の
叙
述
方
法
に
倣
っ
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
が
、
実
際
に
、
道
綱

母
は
、
強
烈
に
「
物
語
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。
日
々

な
す
こ
と
も
な
く
、
無
聊
を
慰
め
る
た
め
に
手
に
取
っ
た
「
世
の
中
に
多
か
る

古
物
語
」
は
、
「
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
」
さ
え
書
き
記
し
て
い
る
。
「
そ
ら
ご

と
」
と
は
、
作
り
事
の
こ
と
。
虚
構
で
あ
る
「
物
語
」
は
、
総
体
と
し
て
「
そ

ら
ご
と
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
そ
ら
ご
と
」
で
さ
え
世

間
で
は
多
く
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
並
み
で
な
い
自
分
の
身
の
上
で
あ

っ
て
も
「
書
き
日
記
し
て
」
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
紛
れ
も
な
い
「
真
実
」
で
あ

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
物
語
」
以
上
に
「
め
づ
ら
し
き
」
も
の
と
な
る
の
で

は
な
い
か─

。
こ
こ
に
、
先
に
見
た
『
三
宝
絵
』
序
に
も
通
じ
る
姿
勢
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

道
綱
母
が
超
え
よ
う
と
し
た
「
古
物
語
」
と
は
、『
竹
取
物
語
』
や
『
落
窪
物

語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
現
実
に
は
起
こ
り
え
な
い
〈
女
の
幸
福
〉
を
描
く

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
誠
ト
ナ
ル
詞
」
で
は
な
い
「
そ
ら
ご
と
」

を
否
定
す
る
た
め
に
、
道
綱
母
は
、
自
身
の
「
身
の
う
へ
」
を
語
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
身
の
う
へ
」
を
記
す
た
め
の
手
段
と
し
て
、

な
ぜ
、
道
綱
母
は
、「
日
記
」
と
い
う
形
式
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述

べ
た
通
り
、
道
綱
母
は
、
歌
人
と
し
て
も
高
名
で
あ
っ
た
。
自
身
の
歌
を
集
め

て
、
私
家
集
を
編
む
と
い
う
手
段
も
十
分
に
考
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際

に
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
は
、
兼
家
と
の
贈
答
歌
を
中
心
に
、
私
家
集
的
な
趣
を

持
つ
。『
蜻
蛉
日
記
』
を
、
道
綱
母
の
み
な
ら
ず
、
兼
家
お
よ
び
道
綱
の
私
家
集

と
し
て
捉
え
る
向
き
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
日
記
」
と
い
う
形
に

拘
れ
ば
、
道
綱
母
は
、
韻
文
に
は
達
成
で
き
な
い
何
か
を
、
散
文
に
認
め
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
を
読
み
進
め
る
と
き
、
散
文
の
力
が
急
激
に
強
く
な
る

の
は
、「
町
の
小
路
の
女
」
に
関
す
る
記
事
か
ら
で
あ
る
。
兼
家
は
、
八
月
に
道

綱
母
が
道
綱
を
出
産
し
た
の
ち
、
九
月
か
ら
こ
の
女
に
求
婚
し
始
め
、
十
月
に

は
通
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
妻
と
し
て
の
初
め
て
の
試
練
に
、
道
綱
母
は

嫉
妬
の
感
情
を
隠
さ
な
い
。
女
が
子
を
産
む
と
き
、
道
綱
母
の
家
の
前
を
大
騒

ぎ
し
な
が
ら
移
動
す
る
様
子
を
見
て
、
「
た
だ
死
ぬ
る
も
の
に
も
が
な
」
（
五
二

頁
）
と
思
い
、
そ
の
子
が
男
子
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
、「
い
と
胸
ふ
た
が
る
」（
五

三
頁
）。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
、
女
に
対
す
る
兼
家
の
寵
愛
が
衰
え
、
産
ん
だ
子

ま
で
死
ん
だ
と
聞
い
て
、
「
い
ま
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
」
（
五
六
頁
）
と
、
露
骨
な

感
情
を
記
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
赤
裸
々
な
告
白
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
に

縛
ら
れ
た
和
歌
に
表
現
で
き
た
は
ず
が
な
い
。
自
身
の
心
の
内
を
あ
り
の
ま
ま

に
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
考
を
再
現
す
る
形
は
散
文
を
お
い
て
他
に
な
い
。 

さ
ら
に
言
え
ば
、
道
綱
母
に
と
っ
て
「
日
記
」
を
書
く
こ
と
と
は
、
自
ら
の

人
生
を
〈
物
語
〉
化
す
る
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
い
な
い
。
下
巻
に
至
る
と
、

道
綱
母
が
直
接
見
聞
き
し
な
か
っ
た
事
柄
ま
で
も
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
物
語
」
的
な
叙
述
が
増
え
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
日
記
冒
頭
、「
世
に

ふ
る
人
」
と
、
自
身
を
物
語
の
主
人
公
の
よ
う
に
書
き
だ
し
た
道
綱
母
に
は
、

当
初
か
ら
、「
日
記
」
と
「
物
語
」
の
境
界
の
曖
昧
さ
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
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た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
一
人
の
人
物
の
人
生
は
、
他
者
が
そ
れ
を
語
る
と

き
、
「
物
語
」
と
な
り
、
自
己
が
そ
れ
を
語
る
と
き
、
「
日
記
」
と
な
る
。
十
一

世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
和
泉
式
部
日
記
』
が
、
古
く
は
『
和
泉
式
部
物
語
』

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
誰
が
」
語
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
点
を
除
け
ば
、「
日
記
」
も
「
物
語
」
も
、
同
じ
〈
物
語
〉
な
の
で
あ
っ

た
。
道
綱
母
は
、
「
古
物
語
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
「
身
の
う
へ
」
を
「
物

語
」
り
、
そ
れ
が
、
結
果
と
し
て
、
女
性
が
自
分
の
半
生
を
つ
づ
る
と
い
う
「
日

記
」
文
学
の
大
き
な
特
色
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。 

三 

『
源
氏
物
語
』
の
達
成 

『
蜻
蛉
日
記
』
成
立
以
降
、
女
性
の
手
に
な
る
日
記
文
学
が
隆
盛
す
る
。「
随

筆
」
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
る
『
枕
草
子
』
も
日
記
的
章
段
を
持
ち
、
完
成
さ

れ
た
「
日
記
」
と
な
る
前
の
草
稿
的
作
品
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。『
紫
式
部

日
記
』
も
ま
た
、『
枕
草
子
』
と
同
じ
く
、
宮
仕
え
生
活
の
記
録
と
し
て
の
一
面

を
持
ち
つ
つ
も
、
作
者
で
あ
る
紫
式
部
の
内
面
描
写
が
折
々
に
挟
み
込
ま
れ
、

そ
の
人
物
性
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
作
品
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
就
中
、

こ
の
「
日
記
」
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
特
定
さ

れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
平
安
の
「
物
語
」
に
お
い
て
、
作
者
が
は
っ
き

り
と
わ
か
る
も
の
は
、『
源
氏
物
語
』
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。 

紫
式
部
は
、
藤
原
為
時
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
る
。
父
・
為
時
は
、
優
れ
た
文

人
で
あ
っ
た
が
、
受
領
ど
ま
り
の
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
。
式
部
は
、
二
十
代
後

半
に
な
っ
て
、
二
十
歳
も
年
上
の
藤
原
宣
孝
と
結
婚
す
る
が
、
二
年
の
後
に
、

宣
孝
は
死
去
。
寡
婦
と
な
っ
た
式
部
を
支
え
た
の
は
、
「
は
か
な
き
物
語
」
（
二

八
六
頁
）
だ
っ
た
こ
と
が
、『
紫
式
部
日
記
』
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

は
、
こ
の
時
点
で
、
紫
式
部
は
単
な
る
「
物
語
」
の
読
者
だ
っ
た
だ
け
で
は
な

く
、
既
に
作
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
「
物
語
」
は
評
判
を
呼
び
、
や

が
て
、
時
の
権
力
者
・
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
、
娘
・
彰
子
（
一
条
天
皇
中
宮
）

の
女
房
と
し
て
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
頃
の

こ
と
で
あ
っ
た
。 

『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
一
日
の
記
事
は
、
彰
子

の
産
ん
だ
皇
子
・
敦
成
親
王
（
の
ち
の
後
一
条
天
皇
）
の
五
十
日
の
祝
宴
の
様

子
が
描
か
れ
る
。
そ
の
席
で
、
当
代
随
一
の
文
化
人
で
あ
っ
た
藤
原
公
任
が
、「
あ

な
か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
、
若
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
」（
二
八
三
頁
）
と
、
紫
式
部

に
語
り
か
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
一
〇
〇
八
年

に
は
、
少
な
く
と
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
・
紫
の
上
が
登
場
す
る
若
紫
巻
は
宮
中
で
広

く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
読
者
は
女
性
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、

公
任
を
筆
頭
と
す
る
男
性
貴
族
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
「
内
裏
の
上
の
、
源
氏
の
物
語
、
人
に
読
ま
せ

給
ひ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
け
る
」（
三
一
四
頁
）
と
、
一
条
天
皇
ま
で
も
が
『
源
氏

物
語
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル

物
」
で
あ
っ
た
「
物
語
」
の
限
界
は
、
打
ち
破
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

な
ぜ
、
所
詮
は
「
そ
ら
ご
と
」
に
す
ぎ
な
い
『
源
氏
物
語
』
が
、
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
、
後
代
の
文
学
作
品
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

ほ
ど
の
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
『
源
氏
物
語
』

螢
巻
の
中
で
、
光
源
氏
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。 
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そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
よ

き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞

く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
え
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
ぶ
し

を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に

言
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
か
ぎ
り
選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、

ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め
た
る
、
み
な
か
た
が
た

に
つ
け
た
る
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。（
中
略
）
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら

ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。
（
二
〇
四
頁
） 

「
あ
り
の
ま
ま
」
で
は
な
く
、「
よ
き
も
あ
し
き
も
」
そ
れ
を
大
仰
に
語
る
の

が
「
物
語
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
こ
の
世
の
外
の
事
」
で
は
な

い
、
と
、
光
源
氏
は
言
う
。「
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
」
と
い
う

箇
所
に
は
、
あ
る
い
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
冒
頭
部
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
誇
張
は
あ
り
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
「
そ
ら
ご
と
」
と
言
い
捨
て
て
し

ま
う
の
は
事
の
本
質
を
取
り
違
え
て
い
る
、
と
い
う
主
張
に
は
、
道
綱
母
と
同

じ
く
「
古
物
語
」
を
超
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
、
同
じ
「
物
語
」
と
い

う
形
式
を
選
ん
だ
紫
式
部
の
自
負
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
虚
構
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
人
生
を
語
り
う
る

「
物
語
」
に
は
、
一
人
の
人
物
の
人
生
し
か
語
ら
な
い
「
日
記
」
以
上
に
、「
こ

の
世
」
の
真
実
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
。 

『
源
氏
物
語
』
の
卓
越
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
が
、
多

く
の
男
性
読
者
を
獲
得
し
た
の
は
、
そ
の
写
実
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

史
実
を
下
敷
き
に
し
、
故
事
を
散
り
ば
め
、
現
実
世
界
に
も
起
こ
り
う
る
出
来

事
を
描
い
た
『
源
氏
物
語
』
は
、「
誠
」
と
「
そ
ら
ご
と
」
の
両
側
面
を
含
み
つ

つ
、
た
し
か
に
「
古
物
語
」
を
も
、「
日
記
」
を
も
、
大
き
く
超
越
す
る
も
の
と

し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  使
用
テ
キ
ス
ト 

・『
三
宝
絵
』『
蜻
蛉
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
） 

・『
源
氏
物
語
』 

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 

・『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 


