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『
紅
楼
夢
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
恋
愛

―
尚
　
会
鵬
著
『
中
国
人
与
日
本
人
』
よ
り
―

孫
　
佩

霞

・

谷

中
　
信

一

は
じ
め
に

本
文
は
、
尚
会
鵬
著
『
中
国
人
与
日
本
人
』（
北
京
大
学
出
版
社
　
一
九
九
九
）

第
六
章
両
性
之
間
に
お
い
て
日
中
の
伝
統
的
性
文
化
を
比
較
考
察
し
た
部
分
の
邦
訳

で
あ
る
。

訳
出
に
当
た
り
、
先
ず
孫
佩
霞
が
本
章
を
全
訳
し
た
後
、
谷
中
が
第
二
節
部
分
を

抜
粋
し
、
若
干
の
手
を
加
え
て
定
稿
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
誤
り
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
谷
中
の
責
任
で
あ
る
。

本
文
に
は
原
注
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
訳
注
を
施
し
た
。

中
国
と
日
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
大
旨
、
情
を
物
語
る
」
を
主
題
と
す
る
偉
大
な

文
学
作
品
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
紅
楼
夢
』
と
『
源
氏
物
語
』

（
原
注
１
）
だ
。
中
国
国
内
に

は
、
こ
の
二
作
品
に
つ
い
て
既
に
い
く
つ
か
の
比
較
研
究
が
見
ら
れ
る

（
原
注
２
）
。
こ
れ
ら
の

研
究
を
一
通
り
検
討
し
た
結
果
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
得
た
。
つ
ま
り
こ
れ

ら
の
研
究
は
、
両
作
品
の
類
似
点
に
注
目
す
る
だ
け
で
文
化
的
相
違
点
に
つ
い
て
の

分
析
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
二
作
品
に
は
確
か
に
多
く
の
類
似
点

が
あ
る
し
、
こ
れ
ら
の
類
似
点
を
分
析
す
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
鑑
賞
と
研
究
に
有

益
だ
が
、
両
者
の
相
違
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
も
相
似
点
の
方
は
表
層

的
で
相
違
点
の
方
が
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
相
違
点
を
把

握
し
て
お
く
こ
と
が
こ
の
二
作
品
を
鑑
賞
し
理
解
す
る
う
え
で
は
重
要
だ
ろ
う
と
思

う
。
例
え
ば
、
表
面
上
こ
の
二
作
品
は
と
も
に
恋
愛
を
主
題
と
し
、
男
主
人
公
と
大

勢
の
女
性
と
の
間
の
恋
愛
ゲ
ー
ム
を
描
い
て
い
る
が
、
し
か
し
文
化
的
背
景
の
違
い

に
よ
っ
て
、
こ
の
主
題
が
内
包
し
て
い
る
意
味
や
、
主
人
公
の
性
格
、
及
び
恋
愛
の

表
現
方
法
な
ど
は
す
べ
て
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
異
は
こ
の
二
作
品
が

生
ま
れ
た
時
代
背
景
や
、
二
つ
の
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
性
意
識
と
も
関
連

し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
二
つ
の
文
化
、
二
つ
の
民
族
の
心
の
あ
り
方
が
も
た

ら
し
た
差
異
な
の
だ
。
本
論
は
大
胆
に
も
性
文
化
の
差
異
と
い
う
角
度
か
ら
こ
の
二

作
品
に
現
れ
た
恋
愛
と
い
う
主
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
面
で
中
日
そ
れ

ぞ
れ
の
伝
統
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で
い
く
ら
か
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。



一
　
時
代
と
文
化
的
背
景
の
違
い

性
の
こ
と
を
罪
と
見
な
さ
な
い
こ
と
で
は
中
日
両
文
化
は
一
致
し
て
い
る
が
、
性

に
つ
い
て
の
意
識
や
作
法
と
い
う
点
で
は
や
は
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。『
紅
楼

夢
』
も
『
源
氏
物
語
』
も
、
そ
の
主
題
と
し
て
の
恋
愛
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
背

景
の
中
で
理
解
す
べ
き
だ
と
思
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
恋
愛
を
検
討
す
る
際
、
次
の
よ
う
な
事
実
も
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
は
千
年
も
前
に
書
か
れ
た
の
で
、
そ
の
時
代
の

日
本
人
の
性
道
徳
は
中
国
人
ば
か
り
か
現
代
の
日
本
人
と
比
べ
て
も
も
っ
と
ル
ー
ズ

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
こ
の
二
作
品
の
恋
愛
と
い
う
主
題
を
理
解
す
る
う

え
で
の
基
本
的
な
出
発
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
こ
の
基
本
的
差
異
は
二
作
品
の
中
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
こ
う
。

『
紅
楼
夢
』
の
男
主
人
公
賈
宝
玉

か
ほ
う
ぎ
ょ
く

も
、『
源
氏
物
語
』
の
男
主
人
公
光
源
氏

ひ
か
る
げ
ん
じ

も
、

性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
一
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
表
面
上
は
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も

「
一
夫
多
妻
」
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
両
者
の
間
に
は
本
質
的
な
差

異
が
あ
っ
た
。
中
国
の
「
一
夫
多
妻
制
」
は
「
性
に
対
す
る
厳
格
な
制
限
」
を
特
徴

と
し
て
い
る
。
昔
、
中
国
の
金
持
ち
の
男
性
は
婚
姻
以
外
の
性
関
係
を
持
つ
こ
と
が

で
き
た
が
、
そ
の
文
化
の
傾
向
と
社
会
世
論
は
で
き
る
限
り
婚
姻
と
い
う
枠
の
中
に

収
め
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
が
中
国
の
「
納
妾
制
度
」
だ
。
一
方
、
当
時
日
本
の

「
一
夫
多
妻
制
」
に
は
群
婚
の
特
徴
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
光
源
氏
に
は
十
何
人
も

の
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
た
。
彼
は
葵
の
上
と
結
婚
し
て
も
、
同
時
に
他
の
十
何
人

も
の
女
性
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
小
説
の
描
き
方
か
ら
見
て
、
日
本
が
中
国
か
ら

男
女
関
係
に
関
す
る
一
連
の
道
徳
規
範
を
導
入
し
、
一
夫
一
婦
制
が
実
行
さ
れ
始
め

た
ば
か
り
の
時
期
だ
っ
た
の
で
、
日
本
社
会
で
は
お
そ
ら
く
「
通
い
婚
」
と
「
一
夫

一
婦
制
」
と
が
併
存
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ

た
と
推
測
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
す
べ
て
の
性
の
パ
ー
ト
ナ

ー
を
婚
姻
の
枠
の
中
に
収
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
社
会
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
見
ら
れ
な

け
れ
ば
、
源
氏
本
人
に
も
こ
う
い
っ
た
努
力
は
見
ら
れ
な
い
。
源
氏
の
こ
う
し
た
行

為
は
、
当
時
の
日
本
の
若
く
て
魅
力
が
あ
り
地
位
も
あ
る
男
性
に
と
っ
て
極
め
て
普

通
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
は
継
母
で
あ
る
藤
壺
の
上
と
関
係
を
持
ち
、

そ
し
て
二
人
の
間
に
冷
泉
帝
が
生
ま
れ
た
。
―
名
義
上
は
桐
壺
天
皇
の
子
、
源
氏
の

同
父
異
母
弟
に
当
た
る
が
、
実
際
は
源
氏
と
藤
壺
の
私
生
児
で
あ
る
。
源
氏
の
も
う

一
人
の
妻
三
ノ
宮
が
自
分
の
従
兄
弟
に
当
た
る
柏
木
と
密
通
し
た
の
も
、
あ
る
種
の

不
倫
で
あ
る
。
概
し
て
言
え
ば
、
当
時
の
支
配
階
級
は
中
国
文
化
の
影
響
が
比
較
的

強
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
般
民
衆
の
性
に
つ
い
て
の
束
縛
は
も
っ
と
ル
ー
ズ
な
も
の

で
あ
っ
た
。

安
定
し
た
「
一
夫
一
婦
制
」
が
、
元
来
の
「
自
由
奔
放
」
な
「
通
い
婚
」
制
度
と

の
間
に
激
し
い
衝
突
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
衝
突
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
象
徴
的
方
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
六
条
御
息
所
を
代
表
と
す
る
上
流
階
層
の
女
性
の
中
流
女
性
に
対
す
る
激
し
い

嫉
妬
と
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
が
そ
れ
だ
。
六
条
の
妃
（
六
条

御
息
所
）
が
源
氏
よ
り
七
つ
年
上
で
、
美
し
い
上
に
教
養
も
あ
り
地
位
も
高
い
。
源

氏
は
彼
女
を
恋
慕
す
る
が
、
し
か
し
彼
女
の
権
勢
と
高
い
地
位
は
源
氏
に
プ
レ
ッ
シ

ャ
ー
を
か
け
、
と
う
と
う
二
人
の
間
は
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
。
六
条
の
妃
は
怒
り

つ
い
に
は
気
が
触
れ
て
、「
生
き
霊
」
と
な
っ
て
人
に
取
り
憑
き
祟
り
を
す
る
―
魂

が
本
人
の
体
か
ら
遊
離
し
て
他
人
を
取
り
殺
す
こ
と
が
で
き
る
「
超
能
力
者
」
に
な

っ
た
の
で
あ
る
（
当
時
、
生
き
て
い
る
人
の
体
か
ら
も
魂
が
離
れ
て
ゆ
き
他
人
を
殺

す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
）。
彼
女
は
源
氏
の
愛
人
夕
顔
に
嫉
妬
し
て
、
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源
氏
と
の
逢
瀬
の
場
で
彼
女
を
取
り
殺
し
た
し
、
ま
た
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
を
も
嫉

妬
し
、
彼
女
が
既
に
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
る
や
さ
ら
に
嫉
妬
す
る
。
そ

こ
で
葵
の
上
の
出
産
の
最
中
に
六
条
の
妃
の
生
き
霊
が
彼
女
に
取
り
憑
い
て
、「
だ

か
ら
、
い
つ
も
う
と
う
と
し
て
夢
心
地
に
な
る
頃
、
魂
は
ど
こ
か
へ
離
れ
て
い
き
、

葵
の
上
の
家
と
お
ぼ
し
き
所
に
着
く
と
騒
ぎ
を
起
こ
す
。
こ
の
時
の
彼
女
の
性
格
は

醒
め
て
い
る
と
き
と
は
全
く
違
い
、
凶
暴
そ
の
も
の
に
な
っ
て
ひ
た
す
ら
相
手
に
攻

め
か
か
る
。」
つ
い
に
葵
の
上
は
彼
女
の
祟
り
に
よ
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
彼
女

の
嫉
妬
の
原
因
は
、
葵
の
上
が
源
氏
の
正
妻
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
も
と
も
と
愛

さ
れ
て
い
た
上
に
、
今
ま
た
子
供
を
産
み
育
て
て
い
る
の
で
、
彼
の
愛
情
が
必
然
的

に
彼
女
一
人
に
注
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
生
き
霊
が
夕
顔

や
葵
の
上
を
取
り
殺
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
死
後
も
「
ひ
ど
い
方
、
ひ
ど
い
方
」
と

叫
び
な
が
ら
紫
の
上
に
取
り
憑
き
、
彼
女
を
も
人
の
世
か
ら
連
れ
去
っ
て
し
ま
っ

た
。私

は
、
こ
の
「
生
き
霊
が
人
に
祟
る
」
と
い
わ
れ
た
六
条
妃
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
象

徴
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
当
時
の
日
本
の
「
自
由
奔

放
」
な
性
愛
生
活
の
一
面
を
代
表
し
て
い
る
の
だ
。
葵
の
上
、
夕
顔
と
紫
の
上
を
死

に
至
ら
し
め
た
の
は
、
中
国
礼
教
の
よ
う
な
あ
る
種
の
社
会
規
範
の
拘
束
が
そ
う
さ

せ
た
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
六
条
妃
の
嫉
妬
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
の
背
後
に
あ
る

深
刻
な
雑
婚
制
の
名
残
り
の
「
通
い
婚
」
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
嫉
妬
は
、「
愛
情
を
必
ず
一
人
に
注
ぐ
」
一
夫
一
婦
制
か
ら
の
抵
抗
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
質
的
に
は
、
雑
婚
時
代
の
自
由
恋
愛
と
「
一
夫
一
婦
制
」
と

の
衝
突
を
反
映
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
が
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
六
条
妃
を
描
き
、
同
情
的
な
筆
致
で
葵
の
上
、
紫
の
上
を
描
い
た
の
は
、
中
流

階
層
女
性
へ
の
共
感
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
作
者
の
群
婚
制
に
対
す
る

否
定
と
安
定
し
た
「
一
夫
一
婦
制
」
へ
の
憧
憬
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
作
者
は
言
う
、「
一
夫
一
婦
制
だ
ろ
う
と
、
と
に
か
く
一
番
大
事
な
こ
と
は

人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
。
も
し
も
二
番
目
三
番
目
の
通
い
妻
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
死

ん
だ
方
が
ま
し
よ
」
と
。
こ
れ
は
、
当
時
す
べ
て
の
女
性
貴
族
が
言
い
た
く
て
も
言

え
な
か
っ
た
叫
び
で
あ
り
、
通
い
婚
に
対
す
る
批
判
と
安
定
し
た
一
途
な
愛
情
生
活

へ
の
渇
望
で
あ
る
。
六
条
妃
が
持
っ
て
い
る
超
自
然
能
力
と
は
、
あ
る
い
は
人
類
の

性
本
能
が
持
つ
破
壊
的
な
一
面
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
葵
の
上
な

ど
に
対
す
る
彼
女
の
嫉
妬
は
、
人
類
の
性
本
能
が
潜
在
意
識
下
で
よ
う
や
く
取
り
付

け
た
ば
か
り
の
「
道
徳
ブ
レ
ー
キ
」

（
訳
注
１
）
と
衝
突
し
て
い
る
の
だ
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ

う
。こ

れ
と
対
照
的
に
、『
紅
楼
夢
』
の
生
ま
れ
た
文
化
的
背
景
は
「
人
食
い
」
礼

教
だ
。

（
訳
注
２
）―
中
国
文
化
が
性
愛
に
設
置
し
た
こ
の
「
ブ
レ
ー
キ
」
―
中
国
人
の
性
愛
を

固
く
閉
じ
こ
め
て
既
に
何
千
年
も
経
っ
て
か
ら
、
世
の
中
に
愛
情
の
自
由
を
求
め
る

萌
芽
が
現
れ
た
。『
紅
楼
夢
』
に
表
現
さ
れ
た
恋
愛
の
主
題
は
、
旧
礼
教
と
い
う

「
道
徳
ブ
レ
ー
キ
」
に
対
す
る
無
意
識
の
反
抗
で
あ
り
、
あ
る
種
の
健
康
で
自
由
な

し
か
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
情
生
活
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
求
め
よ
う
と
し
た
こ

と
の
反
映
な
の
だ
。
こ
う
し
た
憧
れ
は
、
当
時
の
伝
統
と
激
し
く
衝
突
し
た
。
私
た

ち
は
こ
の
作
品
か
ら
こ
う
し
た
衝
突
に
つ
い
て
の
象
徴
的
な
描
写
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
八
十
二
回
「
老
い
し
学
究
が
講
義
　
頑
心

き
か
ぬ
き

を
警さ

と

す
こ
と
　
病

め
る
瀟
し
ょ
う

湘
し
ょ
う

が
癡し

れ

魂
ご
こ
ろ

悪
夢
に
驚
く
こ
と
」
の
な
か
で
、
林り

ん

黛た
い

玉
ぎ
ょ
く

が
次
の
よ
う
な
悪

夢
を
見
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
の
父
親
が
湖
北
の
食
糧
長
官
に
昇
格
し
継

母
を
娶
っ
た
。
そ
し
て
賈か

雨う

村そ
ん

に
媒
酌
人
に
な
っ
て
も
ら
い
、
林
黛
玉
を
そ
の
継
母

の
親
戚
に
嫁
が
せ
た
が
、
や
は
り
そ
れ
は
後
妻
だ
っ
た
。
鳳ほ
う

姐
、

夫
人
、
王
夫
人
、

宝
釵
ほ
う
さ

た
ち
は
皆
見
送
り
に
来
て
祝
っ
た
。
黛
玉
は
、
一
家
の
長
老
で
あ
り
一
番
の
権

力
者
で
あ
る
外
祖
母
に
助
け
を
求
め
、
両
膝
を
つ
い
て
跪
き
、
足
に
す
が
り
つ
い
て

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
助
け
て
」
と
頼
む
が
、
そ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
冷
た
く
し
か
も

『紅楼夢』と『源氏物語』における恋愛

19



嫌
そ
う
な
顔
つ
き
で
知
ら
ん
ぷ
り
を
し
て
い
る
。
こ
の
夢
は
、
事
実
上
ヒ
ロ
イ
ン
の

自
由
な
愛
情
へ
の
憧
れ
に
と
っ
て
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。
夢
に
登
場
し
た

人
物
は
ほ
と
ん
ど
賈
家
の
旧
世
代
を
代
表
し
て
お
り
、
凝
縮
さ
れ
た
社
会
そ
の
も
の

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
ま
た
「
人
食
い
」
礼
教
と
い
う
「
ブ
レ
ー
キ
」
全
体
の
象
徴

で
も
あ
る
。
こ
の
夢
は
林
黛
玉
の
死
に
直
接
関
係
し
て
い
く
。
と
い
う
の
は
こ
の
悪

夢
を
見
て
か
ら
、
黛
玉
の
病
状
が
ど
ん
ど
ん
悪
化
し
、
つ
い
に
は
憂
鬱
の
中
で
息
を

引
き
取
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
夢
と
い
う
象
徴
的
な
方
法
を
用
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
殺

し
た
の
は
人
々
を
千
年
以
上
も
縛
り
付
け
て
き
た
旧
礼
教
で
あ
り
社
会
全
体
で
あ
る

と
、
私
た
ち
に
訴
え
か
け
て
い
る
の
だ
。『
紅
楼
夢
』
の
中
で
、
私
た
ち
が
お
ぼ
ろ

げ
に
感
じ
取
る
の
は
、
旧
礼
教
と
い
う
「
ブ
レ
ー
キ
」
の
抑
圧
の
も
と
で
は
、
自
由

な
愛
情
生
活
へ
の
憧
れ
や
個
人
の
魂
の
懊
悩
が
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
る
一
方
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
憧
れ
と
懊
悩
は
、
あ
る
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ル
ネ
サ

ン
ス
期
の
作
品
に
表
れ
た
感
情
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
愛
情
に
対
し
て
自
由
で

あ
り
た
い
と
い
う
憧
れ
と
、
個
性
の
解
放
へ
の
渇
望
で
あ
り
、
そ
し
て
礼
教
と
い
う

伝
統
的
「
ブ
レ
ー
キ
」
へ
の
挑
戦
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
感
情
は
、
同
様
な
文
化

的
背
景
を
も
つ
中
国
人
の
共
鳴
を
呼
び
醒
ま
す
こ
と
が
で
き
た
。『
紅
楼
夢
』
に
描

か
れ
た
恋
愛
の
進
歩
的
な
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
源
氏
物
語
』
に
は
こ
う
い
っ
た
性
質
の
衝
突
は
見
ら
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
当
時
の
日
本
に
は
、
中
国
の
旧
礼
教
の
よ
う
な
厳
格
な
道
徳
「
ブ
レ
ー
キ
」
に

よ
る
抑
圧
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。『
源
氏
物
語
』
に
表
現
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
群

婚
の
特
徴
を
帯
び
た
一
夫
多
妻
制
下
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
の
苦
悩
そ
の
も
の
で
あ

り
、
安
定
し
真
心
の
こ
も
っ
た
愛
情
生
活
に
対
す
る
彼
女
た
ち
の
憧
れ
だ
っ
た
と
言

え
る
。
こ
れ
は
『
紅
楼
夢
』
に
現
れ
た
恋
愛
の
主
題
と
は
全
く
違
う
意
味
を
持
つ
。

『
源
氏
物
語
』
に
表
現
さ
れ
た
女
性
の
恋
愛
に
対
す
る
態
度
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
か

つ
て
分
析
し
た
よ
う
に
、
雑
婚
か
ら
一
夫
一
婦
制
に
至
る
過
渡
期
に
あ
る
女
性
た
ち

の
心
理
に
全
く
一
致
し
て
い
る
と
私
は
思
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
す
な

わ
ち
「
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
『
娼
婦
制
』
も
し
く
は
『
紊
乱
生

殖
』
か
ら
一
夫
一
婦
制
へ
の
移
行
は
主
と
し
て
女
性
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
き
っ

ぱ
り
断
定
し
て
い
る
が
、
全
く
そ
の
通
り
だ
。
古
来
か
ら
続
い
た
両
性
間
の
関
係
は
、

経
済
的
生
活
諸
条
件
の
発
展
に
つ
れ
て
、
従
っ
て
ま
た
古
い
共
産
制
の
解
体
と
人
口

密
度
の
増
加
に
つ
れ
、
か
つ
ま
た
森
林
で
の
原
始
的
生
活
の
素
朴
さ
を
失
う
に
つ
れ

て
、
女
性
た
ち
は
必
然
的
に
ま
す
ま
す
忍
従
と
抑
圧
を
感
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
彼
女
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
切
実
に
貞
操
権
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一

時
的
も
し
く
は
永
続
的
に
た
だ
一
人
の
男
性
と
結
婚
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
を
救
い
出
す
方
法
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な

ら
こ
う
し
た
進
歩
は
、
男
性
側
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
得
ず
、
少
な
く

と
も
男
性
側
に
は
思
い
至
る
は
ず
も
な
い
か
ら
だ
。
あ
ま
つ
さ
え
事
実
上
の
集
団
婚

の
快
楽
を
断
念
し
よ
う
な
ど
と
は
、、
今
日
に
至
る
も
男
性
は
考
え
つ
く
は
ず
が
な

い
」
と
。『
源
氏
物
語
』
の
情
愛
に
つ
い
て
の
描
写
の
進
歩
的
な
意
義
は
、
ま
さ
に

こ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
私
は
思
う
。

二
　
男
主
人
公
の
「
愛
」
及
び
内
心
の
矛
盾

二
作
品
は
と
も
に
「
博
愛
」
の
感
情
を
持
つ
男
主
人
公
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
賈
宝
玉
と
光
源
氏
だ
。
表
面
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
二
人
に
は
い
く
つ
か
の
共

通
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
ら
は
と
も
に
「
癡
れ
心
」
を
持
ち
、
高
貴
な
身
分
を
持

ち
、
際
立
っ
た
美
貌
と
抜
群
の
聡
明
さ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
彼
ら

が
女
性
た
ち
の
間
で
「
博
愛
」
的
で
あ
る
の
に
有
利
な
条
件
を
提
供
し
た
。
賈
宝
玉

は
侍
女
の
襲
人
及
び
他
の
数
人
の
女
性
と
曖
昧
な
関
係
を
持
っ
た
が
、
し
か
し
こ
れ

ら
の
関
係
に
よ
っ
て
彼
が
黛
玉
に
言
い
寄
る
こ
と
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
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で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
宝
釵
に
も
思
い
を
寄
せ
て
い
て
、
い
つ
も

「
黛
玉
を
見
る
と
宝
釵
を
忘
れ
、
宝
釵
を
見
る
と
黛
玉
を
忘
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ

た
調
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
作
品
中
に
、
彼
が
一
人
の
俳
優
と
同
性
愛
の
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
も
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
恋
人
は
も
っ
と
多
か
っ
た
。
彼
に
は
、
正

妻
の
葵
の
上
の
他
に
も
継
母
で
あ
る
藤
壺
の
上
を
ひ
ど
く
恋
し
て
お
り
、
し
か
も
関

係
を
持
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
自
分
よ
り
も
七
歳
年
上
の
六
条
御
息
所
と
密
通
し

な
が
ら
、
藤
壺
の
姪
に
当
た
る
紫
の
上
に
も
思
い
を
寄
せ
る
。
夫
の
い
る
空
蝉
を
し

つ
こ
く
追
い
か
け
る
一
方
で
、
空
蝉
の
義
理
の
娘
に
当
た
る
端
荻
に
ま
で
手
を
つ
け

る
。
夕
顔
や
末
摘
花
な
ど
の
女
性
た
ち
と
も
曖
昧
な
関
係
が
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
二
人
の
行
為
を
二
つ
の
異
な
っ
た
文
化
的
背
景
の
中

に
置
い
て
考
察
す
る
と
、
こ
の
二
人
の
人
物
の
性
格
と
行
為
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く

違
っ
た
意
味
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
第
一
に
、
こ
の
二
人
の
「
博
愛
」
行
為
が
二

つ
の
社
会
の
中
で
受
け
た
評
価
が
違
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
源
氏
の
「
博
愛
」
は
、
当

時
行
わ
れ
て
い
た
一
夫
多
妻
制
と
「
通
い
婚
」
を
前
提
と
し
て
い
た
も
の
だ
。「
通

い
婚
」
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
た
社
会
で
は
、
恋
し
た
女
性
の
ひ
と
り
ひ
と
り
を
忘
れ

ず
心
に
と
め
、
美
醜
を
問
わ
ず
一
度
愛
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
捨
て
る
こ
と
は
し
な
い

と
い
う
行
為
が
、
む
し
ろ
「
情
が
深
い
」
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
日

本
で
は
理
想
的
男
性
像
だ
っ
た
よ
う
だ
。
彼
の
行
為
は
、
当
時
当
た
り
前
の
こ
と
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
時
代
の
日
本
人
は
、
中
国
人
の
よ
う
に
礼
教
に

よ
っ
て
教
育
さ
れ
た
道
徳
観
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
の

「
不
倫
」
と
い
っ
た
意
識
す
ら
も
な
か
っ
た
。「
好
色
」
と
い
う
言
葉
は
、『
源
氏
物

語
』
及
び
多
く
の
日
本
古
典
文
学
の
中
で
、
決
し
て
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で

は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
も
、
肯
定
的
な
筆
致
で
源
氏
を
描
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
宝
玉
の
行
為
に
対
す
る
評
価
は
全
く
別
も
の
だ
。
宝
玉
の
「
博
愛
」
行

為
は
、
伝
統
的
中
国
社
会
で
は
よ
り
強
い
非
難
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
侍
女
の

襲
人
と
関
係
を
持
っ
た
の
は
、
襲
人
が
「
遅
か
れ
早
か
れ
宝
玉
の
も
の
」
に
な
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
「
性
関
係
を
で
き
る
限
り
婚
姻
の
枠
の
中
に
収

め
る
」
と
い
う
中
国
人
の
原
則
に
適
っ
て
い
る
ゆ
え
に
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
他
の
女
性
に
対
す
る
恋
慕
は
中
国
人
か
ら
見
れ
ば
異
常
な
こ
と
で
、
黛
玉
に
対
す

る
愛
情
は
「
乱
倫
」
行
為
と
な
る
。
こ
う
し
た
感
情
は
、
礼
教
の
厳
し
い
中
国
に
お

い
て
は
、日
本
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
厳
し
い
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

結
局
は
全
く
実
現
不
可
能
な
こ
と
な
の
だ
。
彼
と
金
釧
と
の
戯
れ
も
許
さ
れ
る
こ
と

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
は
彼
の
婚
姻
の
一
部
と
は
な
ら
な
い
か
ら
。
彼
の
あ
あ

し
た
あ
ら
ゆ
る
女
性
に
思
い
を
寄
せ
る
と
い
う
性
分
は
、
中
国
で
は
責
め
ら
れ
る
べ

き
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、「
性
愛
を
婚
姻
の
枠
の
内
に
厳
格
に
制
限
し
て
お
く
」

と
い
う
礼
教
の
原
則
に
背
い
た
か
ら
。
も
し
彼
に
好
き
な
若
い
女
性
が
で
き
て
も
、

そ
れ
を
自
分
の
妾
に
す
る
の
な
ら
構
わ
な
い
。
つ
ま
り
婚
姻
の
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
。
そ
の
結
果
、
彼
の
家
に
妻
妾
が
ひ
し
め
い
て
い
て
も
責
め
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。
そ
の
う
え
宝
玉
が
あ
ん
な
ふ
う
に
立
身
出
世
に
不
熱
心
で
、
癡
れ
心
や

「
博
愛
」
に
耽
っ
て
、
ち
き
ん
と
段
取
り
さ
れ
た
「
す
ば
ら
し
い
良
縁
」
の
婚
姻
に

満
足
せ
ず
、「
取
る
に
足
ら
ぬ
腐
れ
縁
」
の
愛
情
生
活
を
追
い
求
め
る
の
も
、
中
国

の
伝
統
的
道
徳
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
宝
玉
は
、
源
氏
に
比
べ
る
と
社
会
か
ら
受
け

る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
は
る
か
に
大
き
い
。
中
国
の
旧
礼
教
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
正
当

な
ら
ぬ
情
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
と
、
社
会
や
本
人
に
と
っ
て
非
常
に
よ
く
な
い

結
果
を
も
た
ら
し
懲
ら
し
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
そ
の
者
が
君
主
で
あ

れ
ば
、
必
ず
や
国
事
や
軍
事
の
大
計
を
誤
り
、
天
下
を
失
う
に
相
違
な
い
し
、
も
し

一
介
の
庶
民
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
荒
淫
の
病
か
な
ん
ぞ
で
死
ん
で
し
ま
う
に
相
違
な

い
。
中
国
の
古
典
文
学
の
中
に
は
、
情
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
た
め
に
、
国
を
滅

ぼ
し
身
を
滅
ぼ
し
た
物
語
が
数
知
れ
な
い
。
例
え
ば
か
の
有
名
な
唐
の
玄
宗
皇
帝
は

楊
貴
妃
へ
の
愛
に
溺
れ
た
た
め
に
、
叛
乱
を
起
こ
し
た
安
禄
山
に
よ
っ
て
都
を
追
わ
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れ
馬
隗
坂
ま
で
落
ち
の
び
た
も
の
の
、
全
軍
が
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
玄
宗

は
楊
貴
妃
を
処
刑
す
る
よ
う
命
じ
て
よ
う
や
く
軍
は
動
き
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。

『
金
瓶
梅
』
の
男
主
人
公
は
、
愛
欲
に
耽
っ
た
た
め
つ
い
に
荒
淫
の
病
で
命
を
落
と

し
た
。
日
本
の
典
籍
に
は
、
こ
う
い
っ
た
類
の
教
訓
物
や
物
語
は
ず
っ
と
少
な
い
。

中
国
の
旧
礼
教
の
観
点
に
立
て
ば
、
源
氏
は
色
欲
に
溺
れ
た
一
介
の
無
頼
の
徒
に
過

ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
中
国
式
の
教
条
は
、
今
日
の
中
国
人
の
源
氏
に
対
す
る
評
価
と

『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
理
解
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
源
氏
の
性

道
徳
を
評
価
す
る
と
き
、
源
氏
の
不
謹
慎
な
行
為
を
「
政
治
腐
敗
」
や
王
朝
の
衰
退

と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
が
ち
だ
。
つ
ま
り
「
読
者
は
こ
れ
ら
の
物
語
を
通
じ
て
、
こ

う
い
っ
た
人
倫
を
乱
し
た
関
係
や
堕
落
し
た
生
活
が
、
政
治
腐
敗
の
あ
る
種
の
投
影

で
あ
り
、
彼
ら
の
政
治
上
の
没
落
や
衰
退
と
因
果
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
の
だ
。
中

国
の
批
評
家
は
、
紫
式
部
が
源
氏
を
美
化
す
る
こ
と
に
す
こ
ぶ
る
不
満
を
感
じ
る
よ

う
で
、
彼
ら
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
紫
式
部
自
身
が
中
流
貴
族
家
庭
の
出
身
ゆ
え
に
貴

族
社
会
の
堕
落
に
不
満
を
抱
き
、
貴
族
階
級
の
没
落
を
悲
嘆
し
て
い
る
も
の
の
、
こ

の
厳
し
い
現
実
や
様
々
な
習
俗
を
否
定
す
る
こ
と
も
ま
た
超
越
す
る
こ
と
も
で
き
ず

に
、
源
氏
を
自
分
の
政
治
上
の
希
望
や
理
想
に
仕
立
て
上
げ
て
、
多
方
面
か
ら
美
化

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
一
貴
公
子
を
、
紫
式
部
が
、
上
品
で
雅

や
か
で
愛
情
深
く
義
理
堅
く
、
才
色
兼
備
で
、
そ
の
上
経
世
治
国
の
才
も
兼
ね
備
え

て
い
る
と
い
っ
た
立
派
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
い
た
こ
と
が
納
得
で
き
な
い
、
と
言
う
。

け
れ
ど
も
私
は
、
こ
う
し
た
批
判
は
当
時
の
日
本
社
会
の
現
実
か
ら
か
け
離
れ
て
い

て
、
中
国
の
伝
統
的
道
徳
教
説
の
傾
向
が
強
す
ぎ
る
と
思
う
。
私
は
必
ず
し
も
文
学

作
品
を
当
時
の
社
会
や
政
治
と
関
連
づ
け
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
当
時
の
皇
族
や
貴
族
の
生
活
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
当
時
の
社
会
や
政
治
の

腐
敗
を
窺
い
知
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
は
思
う
。
け
れ
ど
も
光

源
氏
の
性
道
徳
の
乱
れ
を
、
あ
ま
り
に
密
接
に
王
朝
の
衰
退
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な

考
え
方
は
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
こ
の
文
学
作
品
に
対
し
政
治
的
意
味
あ
い
を
与

え
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
源
氏
の
行
為
を
評
価
す
る
際
に
、
中
国
人
の

性
道
徳
の
基
準
を
、
私
た
ち
と
違
う
性
文
化
を
背
景
に
も
ち
、
し
か
も
今
か
ら
千
年

以
上
も
昔
の
日
本
人
に
当
て
は
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
二
人
の
男
主
人
公
は
女
性
に
対
す
る
観
念
や
態
度
が
異
な
っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
宝
玉
の
「
博
愛
」
ぶ
り
は
、
源
氏
よ
り
も
も
っ
と
徹
底
的
で
た
め
ら
い
が

な
い
。
彼
は
大
観
園
の
娘
達
に
対
し
て
、
貴
賤
を
問
わ
ず
同
じ
よ
う
に
愛
す
る
。
彼

が
幼
い
と
き
に
言
っ
た
「
痴
れ
言
」
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
女

の
子
の
体
は
水
で
で
き
て
い
る
け
ど
、
男
は
泥
で
で
き
て
い
る
。
女
の
子
を
見
る
と

僕
は
気
持
ち
が
清
々
し
く
な
る
け
ど
、
男
を
見
る
と
悪
臭
が
鼻
に
つ
く
ん
だ
」
と
。

こ
れ
は
実
際
「
女
性
崇
拝
」
と
い
う
極
端
な
形
式
で
女
性
尊
重
を
表
現
し
た
も
の
で
、

近
代
の
「
男
女
平
等
」
思
想
の
萌
芽
も
し
く
は
そ
の
変
態
的
な
現
れ
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
思
想
が
、
旧
礼
教
に
何
千
年
も
が
っ
ち
り
縛
ら
れ
て
続
け
て
き
た
中
国
に

現
れ
た
こ
と
は
、
確
か
に
進
歩
的
な
意
義
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
源
氏
が
女
性
を
愛
す

る
と
き
、
彼
女
ら
に
贅
沢
な
衣
食
住
を
与
え
て
、
人
も
羨
む
生
活
を
さ
せ
は
す
る
も

の
の
、
か
え
っ
て
彼
女
ら
の
内
心
の
寂
寥
や
苦
痛
に
は
無
頓
着
な
の
だ
。
こ
の
よ
う

な
愛
情
は
ペ
ッ
ト
を
可
愛
が
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
彼
の
こ
う
し
た
態
度
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
群
婚
制
か
ら
一
夫
一
婦
制
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
男
性

が
「
決
し
て
群
婚
の
快
楽
を
手
放
す
ま
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
に
他
な
ら
な

い
。
彼
が
最
も
寵
愛
し
た
紫
の
上
で
さ
え
、
痛
々
し
げ
に
打
ち
明
け
て
「
傍
目
に
は

あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
私
ご
と
き
取
る
に
足
ら
ぬ
者
が
身
に
余
る
幸
せ
を

味
わ
っ
て
い
る
と
見
え
ま
し
ょ
う
が
、
胸
に
は
納
め
き
れ
な
い
悩
み
で
本
当
は
一
杯

な
の
を
一
体
ど
な
た
が
ご
存
じ
で
し
ょ
う
」
と
。
さ
ら
に
源
氏
は
「
博
愛
」
に
お
い

て
貴
賤
を
区
別
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
は
上
下
の
階
層
意
識
が
明
ら
か
に
あ

る
。
作
者
が
巻
二
「
雨
夜
の
品
定
め
」
と
い
う
一
段
で
、
左
ひ
だ
り

馬
頭

う
ま
の
か
み

の
言
葉
を
借
り
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て
、
女
を
出
身
門
地
に
よ
っ
て
上
中
下
の
三
ラ
ン
ク
に
分
け
て
、
源
氏
は
「
中
流
の

女
が
最
も
望
ま
し
い
」
と
い
う
原
則
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
最
も
愛

し
た
夕
顔
や
紫
の
上
こ
そ
は
、
中
流
の
出
身
な
の
だ
。
源
氏
の
「
博
愛
」
に
お
け
る

階
層
意
識
は
、
日
本
社
会
の
上
下
の
階
層
制
度
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
二
人
が
心
の
奥
底
に
抱
え
て
い
た
矛
盾
が
違
っ
て
い
る
。
二
人
の
男
主

人
公
は
と
も
に
、
心
の
奥
底
に
一
つ
の
深
い
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
彼
ら
を
悩

ま
せ
続
け
る
矛
盾
は
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
結
局
、
彼
ら
は
社
会

の
現
実
か
ら
逃
避
す
る
道
を
歩
む
ほ
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る

と
、
二
人
の
男
主
人
公
の
内
心
の
矛
盾
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
賈
宝
玉
の
内
心
の
矛
盾
は
重
層
的
だ
。
一
つ
は
心
理
的
な
も
の

で
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
紅
樓
夢
』
の
恋
愛
の
主
題
が
伝
統
礼
教
へ
の
反
抗
と
、
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
自
由
な
愛
情
へ
の
憧
れ
と
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
、「
宝
黛
の
愛
」
は
反
逆
的
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。
宝
玉
は
反

骨
精
神
の
持
ち
主
で
、「
釣
り
合
い
の
と
れ
た
」
結
婚
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
、
反

対
に
「
愛
情
に
任
せ
て
行
動
」
し
、
男
女
互
い
に
引
か
れ
合
い
、
心
が
一
つ
に
な
る

よ
う
な
愛
情
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
天
理
を
存
し
て
、
人
欲
を
滅
す
る
」

（
訳
注
３
）

と
い

う
礼
教
原
則
に
背
く
も
の
だ
し
、
社
会
の
主
流
に
立
つ
人
が
す
る
べ
き
行
為
で
も
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
行
為
は
、
当
時
の
社
会
と
の
間
に
大
き
な
軋
轢
を
生
じ
た
。
も

う
一
つ
の
矛
盾
と
は
社
会
的
な
も
の
だ
。
彼
は
「
宮
仕
え
生
活
」
に
未
練
が
な
く
、

毎
日
姉
妹
や
侍
女
の
間
に
立
ち
交
じ
っ
て
無
為
の
日
々
を
送
る
。
か
く
し
て
彼
は
、

当
時
の
上
流
社
会
の
生
活
に
適
応
で
き
ず
、
深
い
苦
悩
の
淵
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
に
、
二
つ
の
矛
盾
が
彼
を
悩
ま
せ
、
性
格
も
風
変
わ
り
な
も
の
に
し
、
突
拍

子
も
な
い
振
る
舞
い
を
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
実
際
「
病
ん
で
い
る
」
状
態
に

あ
る
。
彼
が
患
っ
て
い
る
病
い
と
は
、
異
性
を
強
く
恋
い
慕
い
な
が
ら
も
結
ば
れ
な

い
こ
と
に
よ
る
心
理
的
な
病
気
（
つ
ま
り
「
恋
の
病
い
」）
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

あ
ま
り
に
大
き
な
社
会
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
社
会
不
適
応
症
」
で

も
あ
る
の
だ
。
こ
の
二
つ
の
病
い
は
、
当
時
ど
ち
ら
も
「
不
治
の
病
い
」
で
あ
り
、

最
終
的
に
は
「
出
家
し
て
僧
侶
に
な
る
」
よ
り
他
な
か
っ
た
。

一
方
の
源
氏
は
、
基
本
的
に
社
会
に
認
知
さ
れ
た
正
常
人
だ
。
彼
に
は
、
異
性
を

度
を
越
し
て
恋
慕
し
た
あ
げ
く
結
ば
れ
な
か
っ
た
と
い
う
体
験
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
当
時
の
日
本
で
は
、
文
化
的
に
も
制
度
的
に
も
そ
う
い
っ
た
障
碍
が
な
か
っ
た

か
ら
、
宝
玉
が
患
っ
た
よ
う
な
心
理
的
疾
患
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
権

力
者
に
な
る
と
い
う
点
で
は
成
功
は
し
て
い
な
い
が
権
勢
に
興
味
が
な
い
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
権
勢
欲
に
貪
欲
な
人
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
賈

宝
玉
が
患
っ
た
よ
う
な
「
社
会
不
適
応
症
」
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、

内
心
に
別
の
深
刻
な
矛
盾
を
秘
め
て
い
た
、
つ
ま
り
「
乱
倫
」
へ
の
恐
怖
だ
。
継
母

藤
壺
と
の
「
乱
倫
」
関
係
に
対
し
て
、
彼
は
深
い
悔
恨
と
恐
怖
を
感
じ
て
お
り
、
こ

の
恐
怖
が
ず
っ
と
彼
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
。
物
語
で
は
、
源
氏
の
乱
倫
行
為
が

応
報
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
妻
の
一
人
三
ノ
宮

が
従
兄
弟
に
当
た
る
柏
木
と
密
通
し
て
い
た
こ
と
だ
。
彼
は
、
妻
と
柏
木
と
の
密
通

を
知
っ
て
い
な
が
ら
知
ら
ぬ
振
り
を
し
、
二
人
の
間
に
で
き
た
子
が
源
氏
自
身
の
子

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
何
ら
な
す
術
も
な
く
、
彼
と
馴
染
ん
だ
女
達
も
や
が
て
次
々

世
を
去
っ
て
い
く
。
彼
は
こ
う
し
た
乱
雑
な
性
関
係
が
も
た
ら
し
た
結
果
に
あ
る
自

省
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
大
変
な
苦
悩
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
「
乱
倫
」
に
対
す

る
恐
怖
は
、
雑
婚
制
か
ら
一
夫
一
婦
制
へ
向
か
う
過
渡
期
に
あ
る
人
類
の
普
遍
的
な

心
理
現
象
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
源
氏
が
こ
の
よ
う
な
恐
怖
に
陥
っ

て
抜
け
ら
れ
な
く
な
り
、
し
か
も
時
間
と
と
も
に
ま
す
ま
す
深
く
落
ち
込
ん
で
い
っ

た
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
は
彼
も
「
仏
門
に
逃
げ
込
む
」
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
彼
と
賈
宝
玉
と
は
、
結
末
の
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
似
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
原
因
は
全
く
違
っ
て
い
る
。

『紅楼夢』と『源氏物語』における恋愛
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三
　
美
意
識
の
差
異

―
求
愛
と
茶
道
―

芸
術
作
風
か
ら
見
れ
ば
、
二
つ
の
作
品
の
恋
愛
描
写
は
一
様
で
な
い
。『
源
氏
物

語
』
の
恋
愛
描
写
は
、
精
密
で
「
作
法
」
や
「
過
程
」
を
よ
り
重
視
す
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
紅
樓
夢
』
の
そ
れ
は
、
感
覚
を
通
じ
て
官
能
美
を
鑑
賞

す
る
こ
と
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
源
氏
の
感
情
に
つ
い
て
の

描
写
に
は
、
日
本
的
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
、
四
季
折
々
の
風
物
に
対
し
て
の
感

受
性
が
繊
細
か
つ
鋭
敏
な
の
で
、
普
段
何
気
な
く
感
傷
的
な
気
分
に
浸
り
、
時
々
涙

を
流
し
て
は
、
多
く
の
感
傷
的
な
和
歌
を
詠
ん
で
み
せ
る
。
例
え
ば
、

吹
き
迷
ふ
　
み
山
お
ろ
し
に
　
夢
さ
め
て
　
涙
も
よ
ほ
す
　
滝
の
音
か
な

と
は
、
深
山
に
分
け
入
り
、
法
華
三
昧
を
行
う
懺
法
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
嘆
い
た

歌
で
あ
る
。
そ
の
繊
細
で
は
か
な
げ
な
と
こ
ろ
は
、
賈
宝
玉
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
だ
。

作
品
に
描
か
れ
た
源
氏
の
求
愛
の
様
子
に
も
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
作
者
は
「
過
程
」

の
描
写
や
情
緒
的
な
雰
囲
気
づ
く
り
に
多
く
筆
を
費
や
す
ば
か
り
で
、
両
性
の
官
能

的
な
美
に
つ
い
て
の
描
写
は
な
く
、
男
女
の
交
合
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
描
写
な
ど

全
く
な
い
。

源
氏
が
女
性
を
追
い
求
め
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
過
程
は
非
常
に
細
か
く
描
か
れ

る
。
つ
ま
り
際
限
の
な
い
手
紙
の
往
来
、
扇
子
の
贈
与
、
和
歌
の
吟
詠
、
琴
の
演
奏

な
ど
、
細
部
に
つ
い
て
の
描
写
が
、
ま
さ
に
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
男
女
の
情
事
に
つ
い
て
の
描
写
と
な
る
と
む
し
ろ
極
め
て
あ
っ
さ
り
し
た
も
の

で
、
そ
れ
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
さ
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
ま

ご
ま
し
た
求
愛
過
程
の
方
が
そ
の
目
的
よ
り
も
重
視
さ
れ
注
意
深
く
描
写
さ
れ
る
。

恋
文
の
中
の
和
歌
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
交
際
時
の
礼
儀
は
適
切
か
、
便
箋
の
色

や
墨
の
濃
淡
、
焚
き
し
め
た
香
の
具
合
、
加
え
て
恋
文
が
枯
れ
た
竹
の
枝
に
結
ば
れ

て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
風
に
吹
き
折
ら
れ
た
刈か
る

萱か
や

に
添
え
ら
れ
て
い
る
か
等
々
、

「
ゲ
ー
ム
」
に
は
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル

に
従
わ
な
い
者
は
無
教
養
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
。
源
氏
は
無
論
こ
の
道
に
精
通
し
て

お
り
、
彼
が
高
く
評
価
さ
れ
る
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
息
子
の
夕
霧
が

女
性
と
交
際
を
始
め
た
頃
、
こ
う
し
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
。
第
二
十
八
回
の

「
野の

分わ
き

」
で
夜
間
に
暴
風
が
吹
き
荒
れ
、
夕
霧
は
明
石
の
姫
君
を
気
に
か
け
る
。
そ

こ
で
一
首
和
歌
を
作
る
。「
風
さ
わ
ぎ
　
む
ら
雲
ま
が
ふ
　
夕
べ
に
も
　
忘
る
る
間

な
く
　
忘
ら
れ
ぬ
君
」
と
。
彼
は
、
こ
の
和
歌
を
風
に
吹
き
折
ら
れ
た
刈
萱
に
添
え

て
贈
っ
た
。
す
る
と
女
房
達
は
、「
交か
た

野の

の
少
将
（
今
で
は
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
古
代
の
代
表
的
な
恋
愛
小
説
）
の
恋
文
は
便
箋
と
同
じ
色
の
花
が
添
え
ら
れ
る
も

の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
は
紫
の
便
箋
な
の
に
ど
う
し
て
緑
色
の
刈
萱
に
添

え
て
寄
こ
す
の
か
し
ら
」
と
批
評
し
た
。
こ
う
し
た
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
へ
の
こ

だ
わ
り
は
中
国
の
読
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
だ
。

『
源
氏
物
語
』
に
現
れ
て
い
る
特
徴
、
す
な
わ
ち
作
法
と
過
程
が
重
視
さ
れ
、
目

的
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
雰
囲
気
作
り
が
重
視
さ
れ
、
官
能
美
は
あ

ま
り
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
こ
れ
を
日
本
的
美
意
識
の
ひ
と
つ
の
現
れ
だ

と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
ま
だ
断
言
で
き
な
い
が
、
し
か
し
ひ
と
つ
の

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
中
の
恋
愛
描
写
に
現
れ

た
こ
う
し
た
特
徴
は
、
日
本
人
が
茶
道
に
示
す
美
意
識
を
彷
彿
さ
せ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
茶
道
に
お
い
て
は
「
茶
を
飲
む
」
過
程
が
絶
対
化
さ
れ
意
識
化
さ
れ
て
い
て
、

「
茶
を
飲
む
」
こ
と
そ
れ
自
体
は
二
の
次
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
茶
道
の
目
的
は
「
茶

を
飲
む
」
こ
と
で
は
な
く
、
儀
式
の
過
程
そ
の
も
の
を
味
わ
う
こ
と
で
あ
り
、
一
種

の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
雰
囲
気
の
中
で
修
養
し
、
一

種
特
別
な
精
神
的
美
を
体
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で

は
、
日
本
の
華
道
に
も
い
く
ら
か
こ
う
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
日
本
の
文
学
作
品
の
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情
愛
描
写
は
ま
さ
し
く
こ
れ
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。重
視
す
る
の
は
、

求
愛
の
過
程
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
く
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
過
程
に
お

け
る
精
神
上
の
喜
び
と
情
緒
的
美
の
感
受
で
あ
っ
て
、
五
官
に
対
し
官
能
美
を
も
た

ら
す
こ
と
は
そ
の
主
な
目
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
い
う
ま
で
も
な
く
作

者
の
繊
細
な
女
性
心
理
の
特
徴
と
も
関
係
し
て
い
る
け
れ
ど
、
や
は
り
日
本
的
美
意

識
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
む
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う

に
、
ま
ず
音
楽
や
詩
歌
を
鑑
賞
し
様
々
な
儀
式
を
通
し
て
情
緒
的
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
か
ら
よ
う
や
く
男
女
が
結
ば
れ
る
描
写
に
移
る
と
い
う
の
は
、
中
国
の
古
典
文

学
作
品
に
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
に
比
べ
る
と
官
能
美

を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
よ
り
重
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
。
中
国
の
古
典

文
学
作
品
は
人
の
容
貌
に
つ
い
て
の
描
写
が
と
て
も
発
達
し
て
い
て
、
通
俗
文
学
作

品
に
は
「
赤
い
唇
に
白
い
歯
」「
白
い
尻
に
美
し
い
脚
」
と
い
っ
た
類
の
語
彙
が
豊

富
で
あ
る
こ
と
が
一
面
で
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
作
品
を
読
ん
で
感

じ
ら
れ
る
の
は
、『
紅
楼
夢
』
に
は
女
子
の
容
貌
、
性
格
、
内
的
魅
力
な
ど
に
つ
い

て
の
描
写
が
か
な
り
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
と
て
も
成
功
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
魅
力
（
内
的
魅
力
と
外
的
魅
力
）

を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
紅
楼
夢
』
中
の

性
愛
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
描
写
は
、『
源
氏
物
語
』
の
類
似
の
描
写
よ
り
遙
か
に

多
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
夕
顔
に
対
す
る
源
氏
の
求
愛
を
例
に
、『
源
氏
物
語
』
の
恋
愛
の

表
現
方
式
が
茶
道
に
現
れ
て
い
る
精
神
と
ど
れ
ほ
ど
相
違
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て

み
た
い
。
源
氏
の
求
愛
の
プ
ロ
セ
ス
は
次
の
い
く
つ
か
の
順
序
を
辿
っ
て
い
る
。

１．
幻
想

あ
る
日
源
氏
が
愛
人
の
六
条
妃
を
訪
ね
て
い
く
途
中
、
乳
母
の
家
で
休
息
し
た
と

き
、
偶
然
隣
家
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。「
檜
垣
と
い
う
も
の
を
新
し
く
作
っ
て
、
上

の
方
は
半
蔀
を
四
五
間
ほ
ど
ず
っ
と
上
げ
て
、
廉
な
ど
も
白
く
て
涼
し
い
感
じ
が
す

る
が
、
そ
の
廉
越
し
に
、
中
の
女
た
ち
の
美
し
い
顔
の
ほ
の
白
い
影
が
の
ぞ
い
て
い

る
の
が
い
く
つ
も
見
え
る
。
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
の
か
し
ら
と
物
珍
し
く
お
感
じ
に

な
る
。」
こ
の
時
、
源
氏
に
は
夕
顔
の
容
貌
が
は
っ
き
り
見
え
な
か
っ
た
が
、
ぼ
ん

や
り
と
し
て
定
か
な
ら
ぬ
情
景
が
、
源
氏
に
幻
想
と
憧
れ
の
欲
望
を
か
き
た
て
た
。

こ
れ
が
恋
の
ゲ
ー
ム
全
体
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。

２．
花
を
摘
む

「
切
り
か
け
め
い
た
も
の
に
と
て
も
青
々
と
し
た
蔓
草
が
の
び
の
び
と
は
い
ま
わ

っ
て
い
る
、
そ
の
蔓
に
白
い
花
が
夏
の
日
中
、
他
に
花
と
て
も
な
く
、
ひ
と
り
う
れ

し
げ
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
源
氏
が
『
そ
ち
ら
の
人
に
お
聞
き
し
た
い
』
と
独
り
言

を
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
、
ご
随
身
が
つ
と
跪
い
て
『
あ
の
白
く
咲
い
た
花
を
夕
顔

と
申
し
ま
す
。
花
の
名
は
ま
る
で
人
の
名
の
よ
う
で
す
の
に
、
こ
ん
な
み
す
ぼ
ら
し

い
垣
根
に
咲
き
ま
す
る
』
と
申
し
上
げ
る
。
…
（
君
）』『
悲
運
な
花
だ
ね
。
一
花
手

折
っ
て
お
い
で
』
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
随
身
は
こ
の
開
い
て
い
る
戸
口
を
入
っ
て
い

き
花
を
手
折
っ
た
。
…
と
、
不
意
に
そ
の
戸
口
か
ら
黄
色
い
生
絹
の
単
衣
の
袴
を
わ

ざ
と
裾
長
に
着
た
か
わ
い
ら
し
い
女
童
が
出
て
き
て
、
随
身
を
手
招
き
す
る
。
近
寄

る
と
、
香
で
い
ぶ
し
た
白
い
扇
を
、（
童
）『
こ
れ
に
載
せ
て
さ
し
上
げ
な
さ
い
。
枝

も
無
様
に
見
え
る
花
で
す
も
の
』
と
言
っ
て
渡
し
た
。」「
か
わ
い
ら
し
く
て
か
弱
い

花
が
歌
を
題
し
た
香
り
い
っ
ぱ
い
の
白
い
扇
子
に
載
せ
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

優
雅
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
る
。

３．
扇
子
の
鑑
賞

源
氏
が
乳
母
の
家
を
出
る
前
に
、「
惟
光
に
紙
燭
を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
、
先
刻
の

『紅楼夢』と『源氏物語』における恋愛
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扇
を
ご
覧
に
な
る
と
、
使
い
慣
ら
し
て
移
り
香
が
深
く
し
み
こ
ん
で
人
懐
か
し
く
、

美
し
い
筆
跡
で
一
首
書
き
流
し
て
あ
る
。

心
あ
て
に
　
そ
れ
か
と
ぞ
み
る
　
白
露
の
　
光
そ
へ
た
る
　
夕
が
ほ
の
花

無
造
作
に
さ
ら
り
と
書
い
た
筆
跡
も
上
品
に
奥
ゆ
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
全

く
意
外
で
興
深
く
お
感
じ
な
る
。」
扇
子
と
扇
子
上
の
題
詩
が
再
び
彼
の
幻
想
と
追

求
の
欲
望
を
か
き
立
て
る
。「
お
き
ま
り
の
女
の
こ
と
に
は
軽
々
し
い
ご
性
質
な
の

で
あ
ろ
う
、
お
ん
懐
紙
に
、
す
っ
か
り
違
っ
た
ふ
う
に
筆
跡
を
お
変
え
に
な
っ
て
、

よ
り
て
こ
そ
　
そ
れ
か
と
も
　
見
め
た
そ
が
れ
に
　
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
　
花
の

夕
顔

と
、
さ
っ
き
の
ご
随
身
に
お
持
た
せ
に
な
る
。」

扇
子
は
、
日
本
の
能
や
歌
舞
伎
な
ど
古
典
芸
能
に
お
い
て
、
感
情
表
現
に
最
も
よ

く
用
い
ら
れ
る
道
具
で
あ
る
。
そ
の
役
割
は
茶
道
具
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
茶
道
で
は
、
茶
道
具
の
鑑
賞
が
ま
た
ひ
と
つ
の
重
要
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

４．
人
を
遣
わ
し
て
相
手
の
こ
と
を
探
ら
せ
る

源
氏
は
、
夕
顔
の
身
元
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
惟
光
（
源
氏
の
乳

母
の
息
子
）
を
遣
わ
し
て
い
ろ
い
ろ
探
ら
せ
て
み
た
。
惟
光
は
、
ま
ず
泥
棒
の
よ
う

に
戸
口
か
ら
覗
き
込
ん
で
中
の
様
子
を
少
し
ば
か
り
盗
み
見
て
き
た
が
、
源
氏
は
満

足
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
惟
光
は
、
中
の
侍
女
と
知
り
合
い
に
な

り
、
そ
の
内
部
に
入
り
込
ん
で
詳
し
い
様
子
を
探
っ
た
。

５．
逢
瀬

源
氏
に
し
つ
こ
く
迫
ら
れ
て
、
惟
光
が
「
知
恵
の
限
り
を
絞
っ
て
探
り
、
あ
ち
こ

ち
奔
走
し
て
」
手
引
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
は
よ
う
や
く
こ
の
家
の
女
主
人

と
の
逢
瀬
が
か
な
う
。
と
こ
ろ
が
逢
瀬
の
過
程
そ
の
も
の
の
描
写
は
、
意
外
と
あ
っ

さ
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
作
者
は
「
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
う
る
さ
い
こ
と
ゆ
え
、
い

つ
も
通
り
省
略
し
ま
し
た
」
の
ひ
と
言
で
済
ま
し
て
い
る
。

以
上
は
、
こ
の
作
品
中
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
源
氏
が
他
の
女
性
に
求
愛
す
る
と

き
の
仕
方
も
、
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
求
愛
の
全
過
程
に
お
い
て
細

部
の
描
写
は
極
め
て
詳
細
で
、
雰
囲
気
作
り
も
極
め
て
出
色
で
あ
る
け
れ
ど
、
官
能

美
や
性
的
魅
力
に
つ
い
て
の
描
写
は
む
し
ろ
乏
し
く
、
容
貌
や
動
き
な
ど
外
在
す
る

魅
力
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
品
格
や
言
動
、
情
趣
節
操
な
ど
内
在
す
る

魅
力
に
つ
い
て
の
描
写
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
作
者
が
重
視

し
た
の
は
過
程
で
あ
り
、
情
愛
を
表
現
す
る
作
法
な
の
だ
。
読
者
は
、
夕
顔
の
容
貌

や
性
格
に
つ
い
て
は
ご
く
お
ぼ
ろ
げ
な
印
象
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
読
者
と
し
て
得

ら
れ
た
美
的
感
覚
は
、
人
物
の
魅
力
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し

ろ
主
と
し
て
こ
の
過
程
に
お
け
る
数
多
く
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
体
験
に
よ
る
も
の
な

の
だ
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
求
愛
の
全
過
程
は
茶
道
の
よ
う
に
高
度
に
様
式
化
さ
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。『
源
氏
物
語
』
が
重
視
す
る
の
は
、
求
愛
の
過
程
で
あ
っ
て

求
愛
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
男
女
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
茶
道
で
茶
を
飲
む
の
と
同

じ
く
ら
い
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
様
式
化
さ
れ
た
長
い
道
の
り
を
辿
っ

て
い
け
ば
、
個
人
が
恋
愛
に
つ
い
て
感
じ
る
の
は
、
強
烈
な
衝
動
で
は
な
く
礼
儀
作

法
に
適
う
よ
う
に
洗
練
さ
れ
し
か
も
よ
り
優
雅
な
形
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
当
時
の
日
本
の
上
流
社
会
か
ら
見
れ
ば
、

一
人
の
人
間
が
道
徳
的
に
高
尚
か
ど
う
か
は
「
好
色
」
が
ど
う
か
で
は
な
く
、
礼
儀

作
法
に
適
っ
た
形
で
自
分
の
感
情
を
表
現
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の

意
味
で
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
求
愛
過
程
の
細
々
し
た
礼
儀
作
法
を
重
視
す
る

こ
と
は
、
中
国
の
礼
教
の
よ
う
に
あ
る
種
の
『
ブ
レ
ー
キ
』
と
し
て
の
役
割
を
果
た
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す
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
も
性
本
能
昇
華

（
訳
注
４
）

の
ひ
と
つ
の
形
式
で
あ
る
と
い
っ
て
も
差
し

支
え
な
い
。
中
国
人
は
、『
源
氏
物
語
』
の
情
愛
描
写
の
醍
醐
味
を
味
わ
う
の
が
難

し
く
、
冗
長
で
面
白
味
に
欠
け
る
と
感
じ
る
は
ず
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
中
国
人

は
そ
の
背
景
に
日
本
人
の
よ
う
な
茶
道
の
儀
式
を
受
け
入
れ
る
美
意
識
が
な
い
か
ら

で
あ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
る
。

原
注

（
１
）

こ
こ
で
は
、
豊
子
　
訳
『
源
氏
物
語
』（
人
民
文
学
出
版
社
　
一
九
八
二
年
版
）
に

拠
る
。

（
２
）

両
書
に
対
す
る
比
較
研
究
は
絶
え
ず
発
表
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
基
本
的
調
査
に

よ
れ
ば
、
近
年
発
表
さ
れ
た
文
章
に
、
李
英
武
「『
源
氏
物
語
』
と
『
紅
楼
夢
』
を
論

ず
」（『
東
北
亜
研
究
』p.p.
62
―

67

一
九
九
五
年
第
二
期
）、
郭
存
愛
「『
源
氏
物
語
』

と
『
紅
楼
夢
』
の
比
較
研
究
」（『
遼
寧
大
学
学
報
』
一
九
九
二
年
第
二
期
p.p.
30
―

34
）、

張
坦
「
仏
教
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
」（
貴
州
文
芸
叢
刊
』
一
九
九
五
年
第
三
期

p.p.
334
―

346
）

（
３
）

エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
制
及
び
国
家
の
起
原
』（
マ
ル
ク
ス
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集

人
民
出
版
社
　
一
九
九
五
　
第
４
巻

p.p.
49
―

50

訳
注

（
１
）

作
者
は
本
章
序
文
で
「
人
類
は
自
身
の
進
化
と
社
会
の
健
全
さ
と
の
た
め
に
一
連

の
観
念
や
習
俗
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
欲
の
満
足
を
制
限
し
て
き
た
。
こ

れ
こ
そ
が
文
化
の
働
き
な
の
だ
。「
人
類
の
歴
史
の
各
段
階
に
お
い
て
、
も
し
性
欲
を

満
た
す
こ
と
を
阻
害
す
る
の
に
十
分
な
自
然
の
障
碍
が
な
い
と
き
は
、
人
々
は
一
連

の
習
俗
的
障
碍
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
愛
情
を
よ
り
よ
く
享
受
で
き
る
よ
う

に
し
た
。」
文
化
は
性
本
能
の
表
出
に
ひ
と
つ
の
「
ブ
レ
ー
キ
」
を
丹
念
に
設
け
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
類
を
動
物
界
か
ら
脱
出
さ
せ
た
の
だ
。」
と
の
べ
て
、
こ
の
言
葉

に
つ
い
て
の
詳
細
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
。

（
２
）
「
人
食
い
」
礼
教
と
い
う
言
葉
は
、
魯
迅
が
『
狂
人
日
記
』
に
お
い
て
封
建
道
徳
と

し
て
二
千
年
来
中
国
人
を
束
縛
し
て
き
た
儒
教
を
指
し
て
言
い
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）

い
わ
ゆ
る
宋
明
理
学
が
唱
え
た
修
養
論
で
あ
る
。

（
４
）

作
者
は
、
本
章
第
二
節
「
性
文
化
に
お
け
る
差
異
」
に
お
い
て
、「
文
明
社
会
に
お

け
る
人
間
の
性
行
為
は
、
社
会
や
文
化
の
諸
々
の
制
約
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
人
間
の
性
本
能
は
、
昇
華
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
の
を

参
照
。

『紅楼夢』と『源氏物語』における恋愛
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