
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
十
）

加

藤

睦

一

木
枯
の
た
へ
が
た
き
ま
で
吹
き
と
ほ
し
た
る
に
、
残
る
梢
も
な
く
散
り
敷
き

た
る
紅
葉
を
踏
み
分
け
け
る
跡
も
見
え
ぬ
を
見
わ
た
し
て
、
と
み
に
も
え
出

で
た
ま
は
ず
。
い
と
け
し
き
あ
る
深
山
木
に
や
ど
り
た
る
蔦
の
色
ぞ
ま
だ
残

り
た
る
。
こ
だ
に
な
ど
す
こ
し
引
き
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
宮
へ
と
思
し
く
て
、

持
た
せ
た
ま
ふ
。

や
ど
り
木
と
思
ひ
い
で
ず
は
木
の
も
と
の
旅
寝
も
い
か
に
さ
び
し
か
ら

ま
し

と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
尼
君
、

荒
れ
は
つ
る
朽
木
の
も
と
を
や
ど
り
木
と
思
ひ
お
き
け
る
ほ
ど
の
悲
し

さ

あ
く
ま
で
古
め
き
た
れ
ど
、
ゆ
ゑ
な
く
は
あ
ら
ぬ
を
ぞ
い
さ
さ
か
の
慰
め
に

は
思
し
け
る
。

（
宿
木（
１
）巻）

◇
「
や
ど
り
木
と
…
」
詠
に
つ
い
て

荒
れ
果
て
た
八
宮
邸
を
訪
れ
た
薫
が
、
弁
の
尼
に
詠
み
か
け
た
「
や
ど
り

木
と
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、
初
句
に
「
宿
り
き
（＝

以
前
泊
っ
た
）」

の
意
と
の
掛
詞
を
認
定
し
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

・
昔
宿
つ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
ひ
出
さ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
山
荘
の
旅
寝

も
ど
ん
な
に
さ
び
し
い
で
せ
う
。

（
全
書
）

・
昔
か
つ
て
こ
こ
に
宿
っ
た
と
思
出
さ
な
い
な
ら
ば
、宿
木
の
下
（
山
荘
）

の
旅
寝
も
、
ど
ん
な
に
か
寂
し
い
事
で
あ
ろ
う
に
な
あ
。（
思
出
す
か

ら
、
寂
し
く
は
な
い
け
れ
ど
も
。）

（
大
系
）

・
む
か
し
宿
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
出
さ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
深
山
木

の
も
と
の
旅
寝
も
ど
ん
な
に
寂
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。

（
玉
上
評
釈
）

・
前
に
こ
こ
に
泊
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
出
さ
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の

深
山
木
の
も
と
の
旅
寝
も
ど
ん
な
に
か
さ
び
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

（
集
成
）

・（
こ
こ
に
か
つ
て
姫
君
た
ち
が
お
ら
れ
て
）
自
分
も
泊
ま
っ
た
の
だ
と

い
う
思
い
出
が
な
け
れ
ば
、
宇
治
の
旅
寝
も
ど
ん
な
に
か
さ
び
し
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

（
新
大
系
）

・
昔
宿
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
懐
か
し
い
思
い
出
が
な
い
の
だ
っ
た
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ら
、
こ
の
深
山
木
の
下
の
旅
寝
も
ど
ん
な
に
か
寂
し
い
も
の
と
な
っ
た

だ
ろ
う
。

（
新
編
全
集
）

確
か
に
、「
や
ど
り
木
」
の
「
木
」
に
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
掛
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
不
審

な
の
は
、
諸
注
が
、
も
っ
ぱ
ら
掛
け
ら
れ
た
意
味
す
な
わ
ち
「
泊
ま
っ
た
」

と
い
う
意
味
だ
け
を
読
み
取
っ
て
、「
や
ど
り
木
と
思
ひ
出
づ
」
と
い
う
表

現
そ
の
も
の
が
意
味
す
る
こ
と
が
ら
を
、
何
ら
考
慮
し
よ
う
と
し
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。

「
や
ど
り
木
と
思
ひ
出
づ
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
意
味
す
る
の
は
、

「
宿
り
木
で
あ
る
と
思
い
出
す
・
想
起
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
宿
り
木
と
い
う
植
物
そ
の
も
の
、
な
い
し
、「
他
の
木
に
宿
る
」
と

い
う
そ
の
属
性
を
、薫
が
思
い
出
し
て
も
何
の
意
味
も
あ
る
ま
い
。し
た
が
っ

て
、「
や
ど
り
木
」
に
込
め
ら
れ
た
寓
意
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
「
な
で
し
こ
」
の
花
は
、
そ
の
名
か
ら
「
い
と
し
い
子
」
を
し

ば
し
ば
寓
意
す
る
が
、
そ
の
際
、「
な
で
し
」
と
い
う
部
分
は
捨
象
さ
れ
る

の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
、
こ
こ
で
の
「
や
ど
り
木
」
は
、「
や
ど
り
」

と
い
う
部
分
だ
け
が
意
味
を
な
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

や
ど
り
木
は
色
か
は
り
ぬ
る
秋
な
れ
ど
む
か
し
お
ぼ
え
て
澄
め
る
月
か

な

（
東
屋
巻
）

わ
れ
も
ま
た
う
き
ふ
る
里
を
荒
れ
は
て
ば
た
れ
や
ど
り
木
の
か
げ
を
し

の
ば
む

（
蜻
蛉
巻
）

当
該
歌
を
踏
ま
え
て
、
後
に
弁
の
尼
が
詠
ん
だ
「
や
ど
り
木
は
…
」
詠
、

薫
が
詠
ん
だ
「
わ
れ
も
ま
た
…
」
詠
に
お
い
て
、「
や
ど
り
木
」
は
、
薫
に

と
っ
て
の
「
宿
り
」
す
な
わ
ち
八
宮
邸
を
寓
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
右

の
推
定
は
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
木
の
も
と
の
旅
寝
」
は
、
ひ
ど
く
孤
独
な
旅
寝
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ

に
対
し
、「
宿
り
」
は
、
次
の
引
用
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
も
っ
と
人
と

の
つ
な
が
り
の
あ
る
場
で
あ
る
。

は
つ
せ
に
ま
う
づ
る
ご
と
に
や
ど
り
け
る
人
の
家
に
ひ
さ
し
く

や
ど
ら
で
、
ほ
ど
へ
て
の
ち
に
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ

る
じ
か
く
さ
だ
か
に
な
む
や
ど
り
は
あ
る
と
い
ひ
い
だ
し
て
侍
り

け
れ
ば
、
そ
こ
に
た
て
り
け
る
む
め
の
花
を
を
り
て
よ
め
る

つ

ら
ゆ
き

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る

（
古
今
集
・
春
上
・
四
二
・
紀
貫
之
）

当
該
歌
に
お
い
て
、「
木
の
も
と
の
旅
寝
」
は
、
八
宮
邸
の
荒
れ
て
さ
び

し
い
側
面
を
誇
張
し
た
表
現
で
あ
り
、「
や
ど
り
（
木
）」
は
、
八
宮
や
大
君

の
記
憶
を
伴
う
好
ま
し
い
場
所
と
い
う
側
面
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
宮
邸
は
薫
に
と
っ
て
「
か
つ
て
泊
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
だ
け
の
場
所
な
の

で
は
な
く
、
今
で
も
身
を
寄
せ
る
好
ま
し
い
「
宿
り
」
な
の
だ
と
詠
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。

◇
「
荒
れ
は
つ
る
…
」
詠
に
つ
い
て

弁
の
尼
の
返
歌
に
つ
い
て
も
、
諸
注
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
や
ど
り

木
」
に
過
去
の
助
動
詞
と
の
掛
詞
を
認
定
し
て
い
る
。

・
荒
れ
は
て
た
こ
の
住
ひ
を
昔
宿
つ
た
所
と
し
て
思
つ
て
を
ら
れ
た
と

は
、
亡
き
大
君
故
か
と
、
ま
こ
と
に
悲
し
い
事
で
す
。

（
全
書
）

・
荒
れ
て
し
ま
っ
た
、
朽
ち
た
木
（
老
い
朽
ち
た
尼
）
の
も
と
を
、
昔
か

つ
て
宿
っ
た
所
（
宿
木
）
と
考
え
て
置
く
（
記
憶
し
て
い
る
）
の
で

あ
っ
た
、
心
情
の
悲
し
さ
よ
。（
大
君
は
今
は
な
く
て
、
私
だ
け
な
の

― 274 ―



に
。）「
宿
（
寄
生
）
木
」
に
「
宿
り
き
」
を
掛
け
た
。

（
大
系
）

・
荒
れ
は
て
て
し
ま
っ
た
朽
木
の
も
と
を
、
む
か
し
や
ど
っ
た
と
お
思
い

に
な
っ
て
い
る
の
が
悲
し
い
こ
と
で
す
。

（
玉
上
評
釈
）

・
荒
れ
果
て
た
朽
木
の
も
と
を
、
前
に
泊
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
覚
え
て
い

て
下
さ
る
に
つ
け
て
も
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
―
亡
き
姫
君
の
こ
と
が

思
わ
れ
ま
し
て
。「
朽
木
」
は
、
尼
に
な
っ
て
こ
の
山
里
に
隠
れ
住
む

自
分
を
い
う
。

（
集
成
）

・（
大
君
も
亡
く
）
老
耄
し
た
私
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
の
邸
を
、
か
つ

て
の
宿
り
と
し
て
今
も
思
い
出
し
て
く
だ
さ
る
と
は
悲
し
い
こ
と
よ
。

（
新
大
系
）

・
荒
れ
は
て
た
朽
木
の
よ
う
な
尼
の
住
い
を
、
昔
の
宿
と
覚
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
お
心
の
ほ
ど
も
悲
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
（
新
編
全
集
）

「
〜
と
思
ひ
お
く
」
と
は
、「
前
に
泊
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
覚
え
て
下
さ

る
」（
集
成
）、「
か
つ
て
の
宿
り
と
し
て
今
も
思
い
出
し
て
く
だ
さ
る
」（
新

大
系
）
の
よ
う
に
、
過
去
の
記
憶
に
の
み
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、「
心
に

き
め
て
お
く
。
前
も
っ
て
考
え
て
お
く
」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）

と
い
う
解
説
の
よ
う
に
、
現
在
や
将
来
に
も
関
係
す
る
心
的
過
程
で
あ
る
。

弁
の
尼
の
詠
じ
た
「
悲
し
さ
」
は
、
も
と
よ
り
、
八
宮
や
大
君
が
生
き
て

い
た
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
時
代
が
二
度
と
戻
ら
な
い
こ
と
へ
の

嘆
き
と
関
係
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
諸
注
が
読
み
取
る
よ
う
に
、
薫
が
八
宮

邸
を
過
去
の
も
の
と
し
て
思
い
出
し
た
と
詠
じ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ

と
自
体
は
、
決
し
て
悲
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

薫
は
、
荒
れ
は
て
た
八
宮
邸
を
、
自
分
が
身
を
寄
せ
る
「
や
ど
り
」
な
の

だ
と
詠
じ
た
、
そ
の
今
も
続
く
思
い
を
受
け
て
、
弁
の
尼
は
、
改
め
て
荒
れ

は
て
た
八
宮
邸
の
あ
り
さ
ま
を
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

二

尼
君
の
方
よ
り
く
だ
も
の
ま
ゐ
れ
り
。
箱
の
蓋
に
、
紅
葉
、
蔦
な
ど
折
り

敷
き
て
、
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
取
り
ま
ぜ
て
、
敷
き
た
る
紙
に
、
ふ
つ
つ
か
に
書

き
た
る
も
の
、
隈
な
き
月
に
ふ
と
見
ゆ
れ
ば
、
目
と
ど
め
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、

く
だ
も
の
急
ぎ
に
ぞ
見
え
け
る
。

や
ど
り
木
は
色
か
は
り
ぬ
る
秋
な
れ
ど
む
か
し
お
ぼ
え
て
澄
め
る
月
か

な

と
古
め
か
し
く
書
き
た
る
を
、
恥
づ
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
思
さ
れ
て
、

里
の
名
も
む
か
し
な
が
ら
に
見
し
人
の
お
も
が
は
り
せ
る
ね
や
の
月
か

げ

わ
ざ
と
返
り
事
と
は
な
く
て
の
た
ま
ふ
、
侍
従
な
む
伝
へ
け
る
と
ぞ
。

（
東
屋
巻
）

浮
舟
を
伴
っ
て
旧
八
宮
邸
を
訪
れ
た
薫
に
、
弁
の
尼
が
詠
み
贈
っ
た
「
や

ど
り
木
は
…
」
詠
と
、
そ
れ
に
対
し
て
薫
が
返
歌
と
も
な
く
詠
ん
だ
「
里
の

名
も
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
の
解
釈
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
理
解
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
べ
き
点
が
存
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
一
首
ず
つ
考
察
し
て
み
よ
う
。

◇
「
や
ど
り
木
は
…
」
詠
に
つ
い
て

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、

・
あ
な
た
が
か
つ
て
歌
に
詠
ま
れ
た
宿
木
は
秋
に
な
つ
て
色
が
変
つ
て

し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
月
は
昔
に
似
て
澄
ん
で
ゐ
る
こ
と
よ
。
大
君
と
浮
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舟
と
住
む
人
は
変
つ
た
が
、
薫
の
真
情
は
昔
と
変
り
な
い
と
の
意
を
寓

す
。

（
全
書
）

・（
御
身
（
薫
）
が
か
つ
て
詠
ま
れ
た
）
宿
木
（
大
君
）
は
、
浮
舟
に
色

（
人
）
が
変
っ
て
し
ま
っ
た
秋
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
昔
が
自
然
に
思
出

さ
れ
る
月
（
御
身
）、
し
か
も
澄
ん
で
い
た
（
情
愛
に
変
り
の
な
い
）

月
（
御
身
）
で
あ
る
な
あ
。

（
大
系
）

・「
や
ど
り
木
は
色
か
は
り
ぬ
る
秋
な
れ
ど
」
し
か
し
「
む
か
し
お
ぼ
え

て
澄
め
る
月
か
な
」
薫
の
心
情
は
動
か
な
い
、
と
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

女
が
姫
宮
か
ら
異
母
妹
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
れ
て
「
は
づ
か

し
く
」、
昔
の
ま
ま
の
心
情
と
言
わ
れ
て
「
あ
は
れ
に
も
」
薫
は
感
ず

る
。

（
玉
上
評
釈
）

と
い
う
よ
う
に
、
上
の
句
に
つ
い
て
は
、
薫
の
愛
す
る
相
手
が
大
君
か
ら
浮

舟
へ
変
化
し
た
こ
と
の
寓
意
を
読
み
取
り
、
下
の
句
に
つ
い
て
は
、
変
わ
ら

な
い
薫
の
情
愛
の
寓
意
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
仮
に
弁
の
尼
が
こ
の
よ
う
な
含
意
す
な
わ
ち
、
あ
な
た
の
愛
す

る
女
性
は
変
わ
っ
て
も
、
あ
な
た
の
情
愛
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
よ
う
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
歌
に
託
し
た
と
す
れ
ば
、
か
な
り
失
礼
な
当
て
こ
す
り
の
歌

を
贈
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
こ

の
歌
を
見
て
「
あ
は
れ
に
も
」
と
感
じ
た
薫
の
心
情
と
も
齟
齬
し
、
ま
た
、

「
古
め
か
し
く
書
き
た
る
」
と
語
り
手
が
述
べ
た
、
当
該
歌
の
受
け
止
め
か

た
と
も
整
合
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
の
上
の
句
か
ら
は
、
諸
注
が
行
っ
て
い
る
詮
索
以
前
に
、
ご
く
当

た
り
前
に
理
解
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。そ
れ
は
、八
宮
邸
の
衰
え
・

変
化
で
あ
る
。

薫
は
、
こ
の
後
、
荒
れ
た
八
宮
邸
を
「
や
ど
り
木
」
に
よ
そ
え
る
歌
を
、

次
の
よ
う
に
詠
ん
で
あ
る
。

わ
れ
も
ま
た
う
き
ふ
る
里
を
荒
れ
は
て
ば
た
れ
や
ど
り
木
の
か
げ
を
し

の
ば
む

（
蜻
蛉
巻
）

こ
れ
と
同
様
に
、「
や
ど
り
木
は
色
か
は
り
ぬ
る
秋
な
れ
ど
」
と
い
う
上

の
句
は
、
八
宮
邸
が
寂
し
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
八

宮
も
大
君
も
亡
く
な
り
、
中
君
も
も
う
住
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
す

と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

・
と
し
ふ
れ
ば
あ
れ
の
み
ま
さ
る
や
ど
の
う
ち
に
こ
こ
ろ
な
が
く
も
す
め

る
月
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
三
二
・
善
滋
為
政
朝
臣
・「
題
不
知
」）

・
も
ろ
と
も
に
な
が
め
し
人
も
わ
れ
も
な
き
や
ど
に
は
つ
き
や
ひ
と
り
す

む
ら
ん（

後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
五
五
・
民
部
卿
長
家
・「
斉
信
民
部
卿
の

む
す
め
に
す
み
わ
た
り
は
べ
り
け
る
に
か
の
を
ん
な
み
ま
か
り
に

け
れ
ば
法
住
寺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
け
る
に
月
を
見

て
」）

・
あ
れ
た
れ
ば
か
げ
も
か
く
れ
ぬ
我
が
宿
の
に
は
の
ど
か
な
る
春
の
よ
の

月

（
古
今
六
帖
・
第
一
・
二
八
四
・「
は
る
の
月
」）

・
つ
れ
づ
れ
と
あ
れ
た
る
や
ど
を
詠
む
れ
ば
月
影
の
み
ぞ
む
か
し
な
り
け

る

（
玄
玄
集
・
五
九
・
帥
大
臣
・「
つ
く
し
よ
り
帰
り
給
ひ
て
」）

・
山
里
に
あ
れ
た
る
宿
を
て
ら
し
つ
つ
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん
秋
の
月
影

（
小
町
集
・
一
〇
・「
山
里
に
て
、
秋
の
月
を
」）

・
ぬ
し
な
く
て
あ
れ
た
る
宿
の
そ
と
も
に
は
月
の
ひ
か
り
ぞ
ひ
と
り
す
み

け
る（

能
因
法
師
集
・
二
一
八
・「
故
公
資
朝
臣
の
旧
宅
に
一
宿
、
月
夜
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詠
之
」）

こ
の
よ
う
に
、
年
を
経
て
荒
れ
ま
さ
る
家
と
、
昔
の
ま
ま
変
化
し
な
い
月

を
対
比
す
る
趣
向
の
歌
は
、
く
り
か
え
し
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
該
歌
も
ま
た
、

同
じ
趣
向
や
構
図
を
共
有
、
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
受
け
取
る
時
に
、

初
め
て
、「
古
め
か
し
く
書
き
た
る
」
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し

い
古
風
な
歌
と
し
て
の
享
受
が
可
能
と
な
る
。

こ
こ
で
八
宮
邸
と
対
比
さ
れ
て
い
る
月
に
は
、「
月
を
薫
に
喩
え
る
」（
集

成
）、「「
月
」
は
薫
を
さ
す
」（
新
編
全
集
）
と
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

確
か
に
薫
が
寓
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
薫

の
愛
情
に
言
及
し
て
、

・
薫
の
真
情
は
昔
と
変
り
な
い

（
全
書
）

・
澄
ん
で
い
た
（
情
愛
に
変
り
の
な
い
）
月
（
御
身
）
で
あ
る
な
あ
。

（
大
系
）

・
薫
の
心
情
は
動
か
な
い
、

（
玉
上
評
釈
）

と
い
う
よ
う
に
、
薫
の
真
情
・
情
愛
の
不
変
を
意
味
す
る
と
説
く
の
は
、
上

の
句
の
読
み
に
照
応
さ
せ
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
深
読
み
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
こ
は
、
薫
が
八
宮
邸
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
訪
れ
た
こ
と
へ

の
感
謝
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
解
釈
は
、
こ
の
歌
を
読
ん
だ
薫
が
「
恥
づ
か
し
く
」
思
っ

た
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
矛
盾
し
な
い
。

「
恥
づ
か
し
」
は
、
対
象
に
対
し
て
自
ら
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
つ
わ

る
感
情
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、

女
が
姫
宮
か
ら
異
母
妹
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
れ
て
「
は
づ
か

し
く
」、

（
玉
上
評
釈
）

と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
美
し
く
澄
む
月
に

自
ら
が
よ
そ
え
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
月
と
、
自
ら
の
懸
隔
を
「
は

づ
か
し
」
と
思
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

◇
「
里
の
名
も
…
」
詠
に
つ
い
て

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、

・
宇
治
と
い
う
里
の
名
も
昔
の
ま
ま
で
、
世
を
憂
し
と
嘆
く
私
も
昔
の
ま

ま
だ
が
、
昔
の
人
が
面
変
り
し
た
か
と
思
わ
れ
る
（
新
し
い
女
と
と
も

に
過
す
）
閨
の
月
影
で
す
。

（
集
成
）

・
宇
治
と
い
う
里
の
名
も
、
世
を
憂
し
と
嘆
く
私
も
昔
の
ま
ま
だ
が
、
昔

の
人
が
面
変
り
し
た
か
と
思
わ
れ
る
閨
の
月
影
で
す
。

（
新
大
系
）

・
世
を
憂
き
も
の
と
思
う
わ
た
し
も
、
宇
治
と
い
う
里
の
名
も
昔
の
ま
ま

変
ら
な
い
の
に
、
閨
に
射
し
入
る
月
の
光
で
見
る
人
の
面
輪
は
昔
の
お

方
の
そ
れ
と
は
変
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

（
新
編
全
集
）

と
い
う
よ
う
に
、「
里
の
名
も
昔
な
が
ら
に
」
の
「
も
」
を
、「
世
を
憂
し
と

嘆
く
私
」
と
同
列
の
も
の
と
理
解
す
る
と
と
も
に
、「
お
も
が
は
り
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
薫
の
相
手
が
大
君
か
ら
浮
舟
に
変
わ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
歌
に
、
薫
の
世
を
憂
し
と
思
う
心
が
投
影
し
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
里
の
名
も
昔
な
が
ら
に
」
は
、
直
接
に

は
、
弁
の
尼
の
贈
歌
の
「
昔
な
が
ら
に
す
め
る
月
か
な
」
を
受
け
て
い
て
、

「
月
だ
け
で
な
く
里
の
名
も
」
と
言
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。

次
に
、「
お
も
が
は
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
人
の
人
物
が
時
の
経
過
や

境
遇
の
変
化
に
よ
っ
て
示
す
容
姿
の
大
き
な
衰
え
を
表
す
の
が
通
例
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
次
に
引
く
用
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

・
い
さ
ら
ゐ
は
は
や
く
の
こ
と
も
忘
れ
じ
を
も
と
の
あ
る
じ
や
面
が
は
り
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せ
る

（
松
風
巻
）

・
今
は
世
に
あ
る
も
の
と
も
思
は
ざ
ら
ん
に
、
あ
や
し
き
さ
ま
に
面
変
り

し
て
ふ
と
見
え
ん
も
恥
づ
か
し
と

（
夢
浮
橋
巻
）

・
中
納
言
の
君
は
、
上
を
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
ば
、
さ
ば
か
り
若
う
さ
か

り
な
り
し
御
か
た
ち
の
、
い
み
じ
う
痩
せ
お
と
ろ
へ
て
、
あ
ら
ぬ
も
の

に
面
が
は
り
し
給
ひ
つ
つ
、

（
浜
松
中
納
言
物
語
）

右
の
う
ち
、
初
め
の
二
例
は
、
出
家
姿
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
用
例
で
あ

り
、
最
後
の
例
は
、
老
い
に
と
も
な
う
変
貌
を
表
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
「
お
も
が
は
り
」
を
、
も
と
も
と
別
の
人
物
で

あ
る
、
大
君
か
ら
浮
舟
へ
の
変
化
に
当
て
は
め
る
の
に
は
、
大
い
に
無
理
が

あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、「
お
も
が
は
り
」
と
い
う
言
葉
の
基
本
的
な
語
義
に
お
い
て
も
、

大
君
と
浮
舟
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
は
、
大
い
に
違
和
感
が

あ
る
。
次
の
よ
う
に
、
浮
舟
に
つ
い
て
は
、
大
君
に
容
姿
が
よ
く
似
て
い
る

こ
と
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
二
人
の
入
れ
替

わ
り
に
つ
い
て
、「
お
も
が
は
り
」
と
言
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

・
…
先
つ
こ
ろ
来
た
り
し
こ
そ
、
あ
や
し
き
ま
で
昔
人
の
御
け
は
ひ
に
通

ひ
た
り
し
か
ば
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
な
り
に
し
か
。

（
宿
木
巻
）

・
つ
つ
ま
し
げ
に
下
る
る
を
見
れ
ば
、
ま
づ
、
頭
つ
き
様
体
細
や
か
に
あ

て
な
る
ほ
ど
は
、い
と
よ
く
も
の
思
ひ
出
で
ら
れ
ぬ
べ
し
。
（
宿
木
巻
）

・
つ
つ
ま
し
げ
に
見
出
だ
し
た
る
ま
み
な
ど
は
、
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら

る
れ
ど
、
お
い
ら
か
に
あ
ま
り
お
ほ
ど
き
過
ぎ
た
る
ぞ
、
心
も
と
な
か

め
る
。

（
東
屋
巻
）

・
白
き
扇
を
ま
さ
ぐ
り
つ
つ
添
ひ
臥
し
た
る
か
た
は
ら
め
、
い
と
隈
な
う

白
う
て
、
な
ま
め
い
た
る
額
髪
の

な
ど
、
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
れ

て
あ
は
れ
な
り
。

（
東
屋
巻
）

そ
れ
で
は
、こ
こ
で
「
お
も
が
は
り
」
し
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
「
見
し
人
」

と
は
誰
だ
ろ
う
か
。

・
花
の
色
は
む
か
し
な
が
ら
に
見
し
人
の
か
た
ち
は
こ
と
に
な
り
に
け
る

か
な（

中
務
集
・
二
〇
五
・「
京
極
院
の
桜
お
も
し
ろ
き
を
、
ゆ
ふ
ぐ
れ

に
む
〔

〕
の
き
ん
だ
ち
と
め
で
見
る
に
、
蛇
の
は
ひ
の
ぼ
り
け

れ
ば
、
こ
と
さ
め
て
、
む
か
し
め
で
け
ん
人
に
や
な
ど
」）

・
花
の
色
は
昔
な
が
ら
に
見
し
人
の
心
の
み
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
に
け
れ

（
後
撰
集
・
春
下
・
一
〇
二
・
も
と
よ
し
の
み
こ
・「
元
良
の
み
こ

兼
茂
朝
臣
の
む
す
め
に
す
み
侍
り
け
る
を
、
法
皇
の
め
し
て
か
の

院
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
れ
ば
、
え
あ
ふ
こ
と
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
あ

く
る
年
の
春
さ
く
ら
の
え
だ
に
さ
し
て
か
の
ざ
う
し
に
さ
し
お
か

せ
侍
り
け
る
」）

右
の
う
ち
、
ま
ず
中
務
詠
で
、「
見
し
人
」
は
、
昔
「
花
の
色
」
を
見
た

人
の
意
を
表
し
て
い（
２
）る。

ま
た
、
次
の
元
良
親
王
詠
に
お
い
て
も
、「
見
し

人
」
は
、
同
じ
く
「
花
の
色
」
を
見
た
人
の
意
を
表
し
て
い（
３
）る。

も
と
よ
り
、
後
者
の
「
見
し
人
」
は
、
詠
者
が
か
つ
て
交
際
し
た
人
（
兼

茂
朝
臣
の
む
す
め
）
と
一
致
す
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
か
つ
て
の
妻
、
か
つ
て

の
恋
人
と
い
う
意
味
を
読
み
取
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

含
意
な
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、『
後
撰
集
新
抄
』
が
、

…
…
見
し
人
と
は
。
即
ち
兼
茂
ノ
朝
臣
の
女
を
さ
し
て
の
た
ま
へ
る
な

り
。
さ
て
此
御
歌
に
て
見
れ
ば
。
此
桜
は
。
即
ち
女
の
家
の
樹
な
ど
に

や
あ
ら
ん
。女
と
共
に
去
年
は
見
給
ひ
し
花
の
如
く
も
聞
ゆ
れ
ば
な
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
花
の
色
を
「
見
た
人
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
右
の
二
首
で
は
、「
花
（
の
色
）」
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、

か
つ
て
そ
れ
を
「
見
し
人
」
は
、
姿
や
心
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

対
照
が
基
本
構
造
を
な
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
参
照
し
て
、
当
該
歌
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
改
め
て
確

認
す
べ
き
こ
と
は
、「
里
の
名
も
…
」
詠
の
「
見
し
人
」
は
、
大
君
で
は
あ

り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
、
薫
に
と
っ
て
「
閨
」
と
い
う
場

に
お
い
て
「
見
し
人
」、
す
な
わ
ち
共
寝
の
相
手
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
大
君
か
ら
浮
舟
と
い
う
入
れ
替
わ
り
を
、

「
お
も
が
は
り
」
と
い
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
今
一
つ
の
理
由
で

あ
る
。

「
見
し
人
」
が
誰
な
の
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
か
つ
て
見
ら
れ
た

も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
首
の
中
で
、
そ
れ
に

あ
た
る
の
は
、
閨
に
差
し
込
む
月
光
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
つ
て
見
た
人
で
あ

り
、
今
で
は
「
お
も
が
は
り
」
し
て
い
る
人
は
、
薫
自
身
し
か
い
な
い
。

・
い
ろ
も
か
も
む
か
し
な
が
ら
に
さ
く
ら
め
ど
と
し
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま

り
け
る

（
友
則
集
・
四
・「
桜
花
の
も
と
に
て
と
し
お
い
ぬ
る
を
な
げ
き
て
」）

・
昔
み
し
春
は
む
か
し
の
春
な
が
ら
我
が
身
ひ
と
つ
の
あ
ら
ず
も
有
る
か

な

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
五
〇
・
深
養
父
・「
題
し
ら
ず
」）

右
の
二
首
で
、
詠
者
は
、
桜
・
春
の
不
変
と
自
ら
の
老
い
や
衰
え
を
対
比

し
て
卑
下
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
弁
の
尼
か
ら
美
し
い
月
に
よ

そ
え
ら
れ
た
薫
は
、
月
と
自
分
の
間
に
示
さ
れ
た
比
喩
関
係
を
切
り
離
し
、

あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、月
は
昔
を
思
い
出
さ
せ
る
美
し
さ
で
あ
り
、

里
の
名
も
昔
の
ま
ま
で
す
が
、
そ
の
月
が
閨
に
差
し
込
む
の
を
か
つ
て
見
た

こ
の
私
は
、
八
宮
や
大
宮
の
死
去
の
「
う
き
」
悲
し
み
で
、
す
っ
か
り
衰
え

て
し
ま
い
ま
し
た
と
、
自
ら
の
衰
え
を
嘆
く
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

三

出
で
た
ま
ふ
と
て
、
畳
紙
に
、

あ
だ
し
野
の
風
に
な
び
く
な
女
郎
花
わ
れ
し
め
結
は
ん
道
と
ほ
く
と
も

と
書
き
て
、
少
将
の
尼
し
て
入
れ
た
り
。
尼
君
も
見
た
ま
ひ
て
、「
こ
の
御

返
り
書
か
せ
た
ま
へ
。
い
と
心
に
く
き
け
つ
き
た
ま
へ
る
人
な
れ
ば
、
う
し

ろ
め
た
く
も
あ
ら
じ
」
と
そ
そ
の
か
せ
ば
、「
い
と
あ
や
し
き
手
を
ば
、
い

か
で
か
」
と
て
、
さ
ら
に
聞
き
た
ま
は
ね
ば
、「
は
し
た
な
き
こ
と
な
り
」

と
て
、
尼
君
、「
聞
こ
え
さ
せ
つ
る
や
う
に
、
世
づ
か
ず
、
人
に
似
ぬ
人
に

て
な
む
。

う
つ
し
植
ゑ
て
思
ひ
み
だ
れ
ぬ
女
郎
花
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
庵
に
」

と
あ
り
。
こ
た
み
は
さ
も
あ
り
ぬ
べ
し
と
思
ひ
ゆ
る
し
て
帰
り
ぬ
。（

手
習
巻
）

小
野
の
尼
の
庵
に
身
を
寄
せ
て
い
る
浮
舟
の
存
在
を
知
り
、
恋
心
を
ほ
の

め
か
し
た
中
将
の
歌
に
対
し
、返
し
を
し
よ
う
と
し
な
い
浮
舟
に
代
わ
っ
て
、

妹
尼
が
詠
ん
だ
「
う
つ
し
植
ゑ
て
…
」
詠
に
つ
い
て
は
、
諸
注
の
解
釈
が
一

定
し
な
い
。

・
出
家
の
私
の
庵
に
つ
れ
て
来
て
、
こ
の
方
の
た
め
に
苦
労
し
て
し
ま
ひ

ま
す
。

（
全
書
）

・
こ
の
人
（
女
郎
花
）
を
、
憂
き
世
を
捨
て
て
い
る
私
共
の
草
庵
に
連
れ

て
来
て
、（
私
共
に
打
解
け
て
親
し
ま
な
い
た
め
に
）
色
々
に
心
配
苦

労
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

（
大
系
）
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・
こ
こ
へ
移
し
植
え
て
か
ら
、
女
郎
花
は
思
い
乱
れ
て
い
ま
す
。
憂
き
世

を
の
が
れ
た
こ
の
草
の
庵
で
。

（
玉
上
評
釈
）

・
引
き
取
り
ま
し
て
か
ら
、
ど
う
し
た
ら
よ
ろ
し
い
も
の
や
ら
思
い
あ
ぐ

ね
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
は
（
若
い
女
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）
憂
き
世

を
背
い
た
尼
の
住
居
で
す
の
で
。

（
集
成
）

・
美
し
い
姫
君
を
憂
き
世
を
捨
て
た
私
ど
も
の
草
庵
に
連
れ
て
来
ま
し
た

が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
思
い
悩
ん
で
い
ま
す
。

（
新
大
系
）

・
あ
の
女
を
こ
こ
に
引
き
取
っ
た
ば
か
り
で
、本
人
は
思
い
悩
ん
で
お
り
、

ご
返
事
も
さ
し
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ぬ
。
俗
世
を
捨
て
た
つ
も
り
の
草
の
庵

で
す
の
に
。

（
新
編
全
集
）

諸
注
の
解
釈
は
、「
思
ひ
み
だ
れ
ぬ
」
の
主
語
を
、「
私
・
私
た
ち＝

妹
尼

た
ち
」
と
解
す
る
も
の
と
、「
女
郎
花＝

浮
舟
」
と
解
す
る
も
の
と
に
、
大

き
く
分
か
れ
て
い
る
。

そ
の
二
つ
の
解
釈
は
、
構
文
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
浮
舟
か
ら
の
返
歌
が
な
い
代
わ
り
の
詠
歌
で
あ
っ
た
と
い

う
性
格
を
考
え
る
と
、
本
来
は
浮
舟
が
自
ら
の
思
い
を
詠
む
べ
き
で
あ
っ
た

わ
け
だ
か
ら
、
多
く
の
注
釈
の
よ
う
に
、
尼
た
ち
の
困
っ
て
い
る
思
い
を
伝

え
て
い
る
歌
と
理
解
す
る
よ
り
も
、
浮
舟
は
思
い
乱
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
本

人
か
ら
の
返
歌
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
浮
舟
の
心
中
を
詠
ん
だ
歌
と
し

て
解
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
女
郎
花＝

浮
舟
が
思
い
乱
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
玉
上

評
釈
は
、
そ
う
判
断
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

諸
注
「
思
ひ
乱
れ
ぬ
」
の
主
語
を
尼
君
と
し
て
、
こ
こ
へ
連
れ
て
き
て

ど
う
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
困
っ
て
い
る
、
の
意
に
解
し
て
い
る
。

「
う
つ
し
植
ゑ
て
」
の
主
語
は
尼
君
だ
か
ら
、「
思
ひ
乱
れ
ぬ
」
の
主

語
も
尼
君
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
と
、
尼
君
の
「
思
ひ
乱
れ

ぬ
」
と
い
う
内
容
が
十
分
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
話
で
も
、
尼
君

は
こ
の
人
を
連
れ
て
き
た
た
め
「
思
ひ
乱
れ
」
て
い
る
、
と
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
喜
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
「
思
ひ
乱
れ
」
て
い
る
の

が
尼
君
だ
と
す
る
と
、
中
将
の
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
機
能
し
な
い

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
思
ひ
乱
れ
ぬ
」
の
主
語
は
「
を
み
な
へ
し
」

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
寂
し
い
世
捨
人
の
庵
に
連
れ
て
き
た

た
め
、「
を
み
な
へ
し
」（
こ
の
人
）
は
思
い
乱
れ
て
い
て
今
は
と
て
も

御
返
事
を
す
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
意
味
に
解
し
た
ほ

う
が
、
よ
く
中
将
の
歌
に
も
対
応
す
る
。

中
将
の
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
の
性
格
を
重
ん
じ
た
右
の
見
解
は
、
き
わ
め

て
妥
当
で
あ
り
、
従
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
下
、
若
干
の
補
足
を
試
み
た
い
。

玉
上
評
釈
は
、こ
の
歌
を
含
む
贈
答
に
至
る
ま
で
の
叙
述
を
視
野
に
入
れ
、

尼
君
の
「
思
ひ
乱
れ
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
こ
と
を
適
切
に
指
摘
し
て

い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
同
じ
叙
述
に
お
い
て
、
妹
尼
が
、
浮
舟
の
「
思

ひ
乱
れ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、
合
わ
せ
て
把
握
し

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
か
な
る
に
か
、
い
と
も
の
思
ひ
し
げ
き
さ
ま
に
て
、
世
に
あ
り
と
人

に
知
ら
れ
ん
こ
と
を
、
苦
し
気
に
思
ひ
て
も
の
せ
ら
る
れ
ば
、

「
移
し
植
ゑ
て
…
」
詠
の
直
前
に
お
い
て
、
妹
尼
は
、
右
の
引
用
箇
所
を

踏
ま
え
て
、「
聞
こ
え
さ
せ
つ
る
や
う
に
、
世
づ
か
ず
、
人
に
似
ぬ
人
に
て

な
む
」
と
言
っ
て
お
り
、
右
の
「
も
の
思
ひ
し
げ
き
さ
ま
」
と
当
該
歌
の

「
思
ひ
乱
れ
ぬ
」
と
が
、直
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
庵
に
う
つ
し
植
ゑ
」
た
こ
と
と
、
女
郎
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花
が
思
い
乱
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
補
足
を
試
み
た
い
。
玉

上
評
釈
は
、
こ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、「
こ
の
寂
し
い
世
捨
人
の
庵
に
連

れ
て
き
た
た
め
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
寂
し
い
庵
と
い
う
環
境
は
、
浮
舟
の

心
境
を
考
え
れ
ば
、
決
し
て
悪
く
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
、
や
や
説
得
力

が
不
足
す
る
感
が
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
け
る
理
路
は
、
女
郎
花
と
い
う
花
が

伴
う
「
あ
だ
な
女
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考

え
る
。吹

き
み
だ
る
風
の
け
し
き
に
女
郎
花
し
を
れ
し
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す

れ

（
野
分
巻
）

女
郎
花
み
だ
る
る
野
辺
に
ま
じ
る
と
も
つ
ゆ
の
あ
だ
名
を
わ
れ
に
か

け
め
や

（
蜻
蛉
巻
）

右
の
二
首
で
は
、
男
と
の
関
係
に
お
い
て
女
（
女
郎
花
）
が
心
を
乱
す
こ

と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
男
に
心
を
乱
し
や
す
い
女
郎
花
に
と
っ
て
、
世
俗
を
離
れ
た

「
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
庵
」
ほ
ど
場
違
い
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ

う
な
草
庵
に
移
し
植
え
ら
れ
た
女
郎
花
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら

ず
、
通
常
と
は
別
の
意
味
で
思
い
乱
れ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
、
一
首
の
理

路
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
歌
の
「
思
ひ
乱
れ
」
は
、
女
郎
花
に
つ
き
も
の
の
、

あ
だ
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
妹
尼
は
、
女
郎
花
が
草
庵
に
移
し
植

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
あ
だ
し
野
の
風
に
な
び
く
」
こ
と
は
な
い
と
、

中
将
を
安
心
さ
せ
る
と
と
も
に
、
し
ば
ら
く
し
て
心
が
落
ち
着
け
ば
、
返
歌

も
す
る
よ
う
に
な
り
、
中
将
の
求
愛
に
な
び
く
可
能
性
も
出
て
く
る
だ
ろ
う

と
伝
え
た
の
で
あ
る
。

四

…
…
帰
り
な
む
と
す
る
を
、
笛
の
音
さ
へ
飽
か
ず
い
と
ど
お
ぼ
え
て
、

ふ
か
き
夜
の
月
を
あ
は
れ
と
見
ぬ
人
や
山
の
端
ち
か
き
宿
に
と
ま
ら
ぬ

と
、
な
ま
か
た
は
な
る
こ
と
を
。「
か
く
な
ん
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
と
言
ふ
に
、

心
と
き
め
き
し
て
、

山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
な
が
め
見
ん
閨
の
板
間
も
し
る
し
あ
り
や
と

な
ど
言
ふ
に
、
こ
の
大
尼
君
、
笛
の
音
を
ほ
の
か
に
聞
き
つ
け
た
り
け
れ
ば
、

さ
す
が
に
め
で
て
出
で
来
た
り
。

（
手
習
巻
）

当
該
歌
の
「
し
る
し
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
、「
閨
の
縁
に
さ
す
光

に
胸
の
痛
み
も
薄
れ
ま
せ
う
か
と
」（
全
書
）、「
私
の
胸
の
痛
み
も
、
御
身

に
近
づ
く
事
に
よ
っ
て
明
る
く
な
（
慰
め
ら
れ
）
る
効
果
が
あ
る
か
と
」

（
大
系
）
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
、

・
で
は
、
山
の
端
に
沈
む
ま
で
月
を
眺
め
て
お
り
ま
し
ょ
う
、
そ
の
甲
斐

あ
っ
て
お
逢
い
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
か
と
。「
板
間
」
は
、
板

葺
き
屋
根
の
板
と
板
と
の

間
。
月
の
光
が
漏
れ
入
る
縁
で
言
う
。

（
集
成
）

・
山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
眺
め
て
み
よ
う
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
（
浮
舟

に
）
お
逢
い
で
き
る
か
と
。「
ね
や
の
板
間
」
は
、
寝
室
の
屋
根
を
葺

い
て
あ
る
板
の

間
。
月
影
の
漏
れ
入
る
縁
で
逢
う
瀬
を
願
う
。

（
新
大
系
）

と
い
う
よ
う
に
、
浮
舟
と
の
逢
瀬
が
か
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
妥
当
な
解
で
あ
る
と
考
え
る
。
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当
該
歌
で
は
、
ま
ず
「
山
の
端
に
入
る
ま
で
」
と
、「
入
る
」
と
い
う
言

葉
が
示
さ
れ
、
つ
い
で
そ
れ
に
縁
の
あ
る
「
閨
」
と
い
う
言
葉
が
詠
ま
れ
て

お
り
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
「
し
る
し
」
は
、
お
の
ず
と
「
閨
に
入
る
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
浮
舟
と
の
逢
瀬
を
暗
示
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
一
首
が

構
成
さ
れ
て
い
る
。

残
る
問
題
は
、「（
閨
の
）
板
間
も
」
と
い
う
表
現
を
ど
う
理
解
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

玉
上
評
釈
は
、
こ
の
歌
の
わ
か
り
に
く
さ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

中
将
の
歌
の
「
ね
や
の
板
間
も
し
る
し
あ
り
や
と
」
は
わ
か
り
に
く

い
。（
中
略
）
宣
長
の
『
玉
の
小
櫛
』
に
い
う
よ
う
に
、「
月
」
の
縁
語

と
し
て
「
ね
や
の
板
間
」
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
月
の
光
が
し
の
び

こ
む
よ
う
に
、
自
分
も
入
れ
て
も
ら
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
待
っ
て

い
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。
ど
う
も
こ
の
歌
は
舌
足
ら
ず
で
あ

る
。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
本
居
宣
長
の
説
は
、

閨
の
板
間
と
は
、
月
影
の
さ
し
入
ル
縁
の
詞
に
て
、
浮
舟
君
に
ち
か
づ

く
事
を
、
ゆ
る
す
に
た
と
へ
た
る
也
。

と
い
う
も
の
で
、
新
編
全
集
も
引
用
し
て
お
り
、
こ
こ
で
適
切
に
指
摘
さ
れ

た
縁
語
関
係
に
つ
い
て
は
、大
系
以
降
の
注
釈
書
に
お
い
て
、す
べ
て
肯
定
・

踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
宣
長
の
指
摘
に
お
い
て
も
、
現
行
の

諸
注
に
お
い
て
も
、
な
ぜ
「
板
間
」
が
詠
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は

解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
い
っ
た
ん
「
板
間
」
か
ら
離
れ
て
、
次
の
用
例
を
参
照
し
て
み

よ
う
。

・
い
へ
に
ゆ
き
て
な
に
を
か
た
ら
む
あ
し
ひ
き
の
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と

こ
ゑ
も
な
け

（
万
葉
集
・
巻
十
九
・
四
二
二
七
）

・
つ
ゆ
ば
か
り
た
の
み
お
か
な
ん
こ
と
の
は
に
し
ば
し
も
と
ま
る
い
の
ち

あ
り
や
と

（
亭
子
院
歌
合
・
六
五
）

・
秋
の
夜
の
つ
き
げ
の
駒
よ
わ
が
恋
ふ
る
雲
居
を
か
け
れ
時
の
ま
も
見
ん

（
源
氏
物
語
・
明
石
巻
）

・
こ
ひ
侘
び
ぬ
し
ば
し
も
ね
ば
や
夢
の
う
ち
に
み
ゆ
れ
ば
あ
ひ
ぬ
み
ね
ば

忘
れ
ぬ

（
小
町
集
・
五
〇
）

・
つ
か
の
ま
も
も
ろ
と
も
に
と
ぞ
ち
ぎ
り
け
る
あ
ふ
と
は
人
に
み
え
ぬ
も

の
か
ら

（
大
和
物
語
・
一
四
七
段
・
兵
衛
の
命
婦
）

右
の
傍
線
を
施
し
た
表
現
に
お
い
て
、
係
助
詞
「
も
」
は
、「
ひ
と
こ
ゑ
」

「
し
ば
し
」「
時
の
ま
」「
つ
か
の
ま
」
と
い
っ
た
、
短
い
も
の
、
わ
ず
か
な

も
の
に
接
続
し
、
願
望
・
意
志
・
仮
定
・
命
令
表
現
と
呼
応
し
て
、「
せ
め

て
〜
だ
け
で
も
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
・
表
現
を
参
照
す
る
時
、
当
該
歌
の
「
閨
の
板
間
も
」

と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。「
閨
の
板
間

も
」
は
、
せ
め
て
閨
の
板
間
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
逢
瀬
で
も
よ
い
か
ら
遂
げ
て

み
た
い
も
の
だ
、
月
を
見
続
け
て
い
れ
ば
、
そ
の
「
し
る
し
」
が
あ
る
か
試

し
て
み
た
い
、
と
い
う
控
え
め
な
願
望
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

こ
な
た
に
も
消
息
し
た
ま
へ
り
。

お
ほ
か
た
の
世
を
背
き
け
る
君
な
れ
ど
厭
ふ
に
よ
せ
て
身
こ
そ
つ
ら
け

れ

― 282 ―



ね
む
ご
ろ
に
深
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
な
ど
、
多
く
言
ひ
伝
ふ
。「
は
ら
か

ら
と
思
し
な
せ
。
は
か
な
き
世
の
物
語
な
ど
も
聞
こ
え
て
、
慰
め
む
」
な
ど

言
ひ
つ
づ
く
。「
心
深
か
ら
む
御
物
語
な
ど
、
聞
き
わ
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
こ

そ
口
惜
し
け
れ
」
と
答
へ
て
、こ
の
厭
ふ
に
つ
け
た
る
答
へ
は
し
た
ま
は
ず
。

（
手
習
巻
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
の
諸
注
の
解
釈
は
、
か
な
り
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
の
原

因
は
、「
厭
ふ
に
よ
せ
て
」
と
い
う
表
現
に
つ
ま
ず
い
て
、
一
首
全
体
の
理

路
を
つ
か
み
そ
こ
ね
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

・
た
だ
世
の
中
一
般
が
厭
に
な
つ
て
出
家
さ
れ
た
貴
女
で
す
が
、
何
だ
か

私
を
嫌
つ
た
た
め
の
や
う
で
、
自
分
が
辛
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
（
全
書
）

・（
私
（
中
将
）
を
嫌
っ
た
の
で
は
な
く
て
）
お
し
な
べ
て
（
一
般
）
の

こ
の
世
を
、
捨
て
た
の
で
あ
っ
た
御
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
、（
そ
の
捨

て
た
の
は
）
私
を
嫌
う
よ
う
に
か
こ
つ
け
ら
れ
る
た
め
に
（
て
）、
ど

う
も
、
私
は
自
分
の
身
が
つ
ら
（
情
け
な
く
う
ら
め
し
い
）
い
。（

大
系
）

・
一
般
の
世
間
を
厭
う
て
出
家
さ
れ
た
あ
な
た
で
す
が
、
私
を
避
け
る
こ

と
に
か
こ
つ
け
な
さ
っ
て
、
こ
の
身
が
つ
ら
い
の
で
す
。
（
玉
上
評
釈
）

・（
私
を
嫌
っ
て
で
は
な
く
）
た
だ
な
べ
て
の
こ
の
俗
世
に
背
い
て
出
家

さ
れ
た
あ
な
た
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
嫌
う
と
い
う
こ
と
に

つ
け
て
、
何
か
私
が
嫌
わ
れ
た
よ
う
で
わ
が
身
が
恨
め
し
く
思
わ
れ
ま

す
。

（
集
成
）

・
世
俗
す
べ
て
を
捨
て
た
あ
な
た
で
す
が
、
私
を
嫌
っ
て
の
出
家
か
と
思

う
と
辛
く
て
な
り
ま
せ
ん
。

（
新
大
系
）

・
お
お
よ
そ
俗
世
間
を
捨
て
て
出
家
な
さ
っ
た
あ
な
た
で
す
が
、
世
を
厭

う
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
じ
つ
は
こ
の
私
を
お
嫌
い
に
な
っ
て
の
こ
と
か

と
思
え
ば
、
恨
め
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。

（
新
編
全
集
）

以
下
、「
厭
ふ
に
よ
せ
て
」
を
核
と
す
る
一
首
の
構
成
に
つ
い
て
、
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

○
「
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
」

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
つ
ら
し
」
は
、
我
が
身
の
つ
た
な
い
あ
り
か

た
を
対
象
化
し
て
、「
あ
る
事
柄
・
情
況
・
環
境
な
ど
が
、
身
を
切
る
よ
う

に
耐
え
が
た
い
」
意
を
表
し
て
い
る
（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）。「
身

こ
そ
」
は
、
我
が
身
と
浮
舟
を
対
比
・
対
照
す
る
構
図
を
表
し
て
い
て
、
一

首
全
体
と
し
て
、

・
お
も
ひ
か
ね
い
ま
は
わ
が
み
の
つ
ら
き
か
な
な
ど
う
き
人
の
こ
ひ
し
か

る
ら
ん

（
江
帥
集
・
一
八
六
・「
承
暦
二
年
四
月
廿
八
日
、
殿
上
歌
合
右
方
」）

・
な
に
し
か
は
人
も
う
ら
み
む
な
つ
引
の
い
と
か
か
り
け
る
み
こ
そ
つ
ら

け
れ（

六
条
修
理
大
夫
集
・
一
七
・「
か
よ
ひ
侍
り
け
る
を
と
こ
の
か
れ
が

れ
に
な
り
侍
り
に
け
る
を
、
を
む
な
い
か
が
い
ひ
や
り
た
り
け
ん
、

男
と
か
く
い
ひ
て
、
い
た
う
な
う
ら
み
そ
な
ど
い
ひ
お
こ
せ
た
り
し

に
、
そ
の
女
に
か
は
り
て
」）

・
あ
ひ
そ
め
ぬ
ほ
ど
こ
そ
人
を
う
ら
み
し
か
う
と
ま
れ
ぬ
れ
ば
み
こ
そ
つ

ら
け
れ

（
頼
輔
集
・
六
〇
・「
同
百
首
に
、
遇
不
遇
恋
」）

と
同
様
に
、
相
手
と
自
分
を
対
比
し
て
、
相
手
の
つ
れ
な
い
仕
打
ち
（
出
家
）

で
は
な
く
、
自
分
の
つ
た
な
い
あ
り
か
た
が
堪
え
が
た
い
と
詠
じ
て
い
る
。
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〇
「
厭
ふ
」

こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、「
私
を
嫌
っ
た
た
め
の
﹇
出
家
﹈」（
全
書
）、「（
そ

の
捨
て
た
の
は
）
私
を
嫌
う
よ
う
に
か
こ
つ
け
る
」（
大
系
）、「
私
を
避
け

る
こ
と
に
か
こ
つ
け
な
さ
っ
て
」（
玉
上
評
釈
）、「
私
が
嫌
わ
れ
た
」（
集

成
）、「
私
を
嫌
っ
て
の
出
家
」（
新
大
系
）、「
こ
の
私
を
お
嫌
い
に
な
っ
て

の
こ
と
﹇＝

出
家
﹈」（
新
編
全
集
）
と
い
う
よ
う
に
、「
私
（＝

中
将
）」
を

「
い
と
ふ
」
と
い
う
行
為
の
対
象
と
し
て
補
う
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
厭
ふ
」
は
、「
お
ほ
か
た
の
世
を
そ
む
き
け
る
君
な

れ
ど
」
と
い
う
上
の
句
を
踏
ま
え
、
そ
の
「
世
を
そ
む
く
」
こ
と
に
内
包
さ

れ
て
い
る
「
世
を
厭
ふ
」
と
い
う
要
素
か
ら
、
さ
ら
に
「
世
を
」
と
い
う
具

体
的
内
容
を
捨
象
し
て
言
語
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
具
体
的
内
容

（＝

「
私
を
」）
を
補
っ
て
理
解
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

〇
「
よ
せ
て
」

「
よ
す
」
と
い
う
言
葉
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
が
示
す
多

様
な
語
義
の
う
ち
、「（
特
に
、
歌
論
用
語
と
し
て
）
関
連
づ
け
る
。
通
わ
せ

る
。
縁
語
化
す
る
」
と
解
説
す
る
意
味
を
、
こ
こ
で
は
示
し
て
い
る
。

・
菖
蒲
草
ね
た
く
も
お
も
ふ
け
ふ
の
日
は
君
が
こ
こ
ろ
に
我
ひ
か
れ
つ
つ

（
為
忠
集
・
一
八
三
・
少
将
・「
五
月
五
日
、
恋
を
あ
や
め
に
よ
せ
て

よ
め
り
け
る
」）

・
み
さ
ご
ゐ
る
い
り
江
の
水
は
あ
さ
け
れ
ど
た
え
ぬ
を
人
の
こ
こ
ろ
と
も

が
な

（
待
賢
門
院
堀
河
集
・
一
〇
四
・「
え
に
よ
す
る
」）

右
の
二
首
は
、
と
も
に
恋
歌
で
あ
り
、「
あ
や
め
」「
え
（
江
）」
は
、
恋

の
主
意
と
は
直
接
関
係
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
ひ
か
れ
」「
あ
さ

け
れ
ど
た
え
ぬ
」
な
ど
と
い
う
修
辞
を
介
し
て
恋
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
何
か
を
何
か
に
「
よ
せ
」
る
場
合
、
そ
の
二
つ
の
も
の
や
こ
と

の
間
に
懸
隔
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
上
で
連
想
あ
る
い
は
言
葉

の
縁
な
ど
に
よ
り
、
二
つ
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

秋
風
に
山
の
こ
の
は
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

（
古
今
集
・
恋
四
・
七
一
四
・
素
性
法
師
・「
題
し
ら
ず
」）

右
の
歌
で
は
、「
山
の
こ
の
は
」
と
「
人
の
心
」
と
い
う
直
接
関
係
な
い

二
つ
の
も
の
が
示
さ
れ
、
前
者
の
状
態
を
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
言
語
化
し
た
う

え
で
、「
人
の
心
」
の
移
ろ
い
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。

色
か
は
る
浅
茅
を
見
て
も
墨
染
に
や
つ
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

（
源
氏
物
語
・
椎
本
巻
）

右
の
歌
で
、
源
氏
は
、「
色
か
は
る
浅
茅
」
を
見
て
、
そ
れ
と
直
接
関
係

の
な
い
「
墨
染
に
や
つ
る
る
袖
」
を
、「
色
か
は
る
」
と
い
う
共
通
点
を
介

し
て
思
い
や
っ
て
い
る
。

・
山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
な
が
め
見
ん
閨
の
板
間
も
し
る
し
あ
り
や
と

（
同
・
手
習
巻
）

・
馴
れ
き
と
は
思
ひ
い
づ
と
も
何
に
よ
り
立
ち
と
ま
る
べ
き
真
木
の
柱
ぞ

（
同
・
真
木
柱
巻
）

「
山
の
端
に
…
」
詠
で
は
、先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、月
が
山
の
端
に
「
入

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、浮
舟
の
閨
に
「
入
る
」
こ
と
が
連
想
さ
れ
て
い
る
。

「
馴
れ
き
と
は
…
」
詠
の
、「
馴
れ
き
と
は
思
ひ
い
づ
と
も
」
と
い
う
表

現
は
、
一
義
的
に
は
、
髭
黒
邸
の
真
木
の
柱
が
姫
君
を
「
馴
れ
き
」
と
思
い

出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、そ
こ
か
ら
転
じ
て
、髭
黒
が
北
の
方
を
「
馴

れ
き
」
と
思
い
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
…
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
か
ら
わ
か
る
の
は
、
二
つ
の
関
係
の
な
い
も
の
を
結
び
つ
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け
る
媒
介
と
し
て
、何
ら
か
の
言
葉
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
該
歌
の
場
合
、具
体
的
内
容
が
捨
象
さ
れ
た
「
厭
ふ
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

そ
の
「
厭
ふ
」
を
介
す
る
連
想
は
、
一
首
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
経
路
を
た

ど
っ
て
い
る
。

「
世
を
そ
む
き
け
る
」→

「
世
を
厭
ふ
」→

「
厭
ふ
」→

「（
浮
舟
が
中

将
を
）
厭
ふ
」＝
「（
浮
舟
か
ら
）
厭
は
る
る
（
わ
が
身
）」→

「
身
こ
そ
つ

ら
け
れ
」

右
の
理
路
に
お
い
て
、「
よ
す
」
る
思
惟
の
前
提
と
な
る
の
は
、
浮
舟
の

出
家
と
中
将
が
浮
舟
か
ら
厭
わ
れ
る
こ
と
と
が
、
直
接
関
係
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
お
ほ
か
た
の
世
を
そ
む
き
け
る
君
な
れ
ど
」

と
い
う
上
の
句
が
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
出
家
か
ら
「
厭

ふ
」
と
い
う
言
葉
を
導
い
て
、
浮
舟
か
ら
「
厭
は
る
る
」
わ
が
身
の
「
つ
ら

さ
」
へ
と
連
想
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

中
将
が
「
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
」
と
嘆
じ
た
「
身
」
の
あ
り
か
た
は
、
も
は

や
浮
舟
の
出
家
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
同
様
に
「
厭
ふ
」
も
、
浮
舟
の
出

家
の
要
因
と
い
う
狭
い
話
題
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
浮

舟
か
ら
相
手
に
さ
れ
ず
、今
も
ま
た
冷
た
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
、

浮
舟
へ
の
し
つ
こ
い
求
愛
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
浮
舟
が
「
厭
ふ
に
つ
け
た

る
答
へ
」
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
求
愛
の
文
脈
を
無
視
し
よ
う
と
し
た

か
ら
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
「
新

編
全
集
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
他
の
諸
注
釈

書
に
言
及
す
る
場
合
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
る
。「
全
書
」（＝

『
日
本

古
典
全
書
』）、「
大
系
」（＝

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）、「
玉
上
評
釈
」（＝

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）、「
集
成
」（＝

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）、

「
新
大
系
」（＝

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）。
ま
た
、
勅
撰
集
な
ど
か

ら
の
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
２
）
「
さ
く
ら
の
花
は
、
昔
そ
の
ま
ま
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
を
見
て
賞
で
た
人
の
顔
か
た
ち
は
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
な

あ
。
お
ぞ
ま
し
い
蛇
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。」（
木
船
重
昭
『
中
務
集

相

如
集
注
釈
』
大
学
堂
書
店
・
一
九
九
二
年
刊
）。

（
３
）
「
こ
の
さ
く
ら
の
色
は
、
昔
の
ま
ま
で
相
変
わ
ら
ず
美
し
い
が
、
か
つ

て
こ
の
花
を
見
た
、
契
っ
た
あ
な
た
の
心
だ
け
は
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
ね
え
。
悲
し
い
こ
と
で
す
。」（
木
船
重
昭
『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』

笠
間
書
院
・
一
九
八
八
年
刊
）。

（
か
と
う

む
つ
み

本
学
文
学
部
教
授
）
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