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「
な

が

め
」
か
ら
見

た

『
和
泉

式

部

日
記
」

『
蜻
蛉
日
記
』
と
比
較

し
て

名

古

、屋

洋

子

は
じ
め
に

平
安
期

の
女
流
日
記
文
学
は

「
な
が

め
」

の
文
学

と
言

わ
れ

る

こ

と

が

あ

る
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
も
作
品
中

に

「
な
が

め
」
と
い
う
語

を
二
十
九
例
ふ

く
み
、
そ

の
例
外

で
は
な

い
。

夢
よ
り
も
は
か
な
き
世

の
中

を
、
嘆
き

わ
び

つ
つ
明
か
し
暮

ら

す

ほ

ど

に
、
四
月
十
余

日
に
も
な
り

ぬ
れ
ば
、
木

の
下
く
ら
が

り
も
て
ゆ
く
。
築

土

の
上

の
草

あ
を
や

か
な
る
も
、
人
は

こ
と
に
目
も
と
ど
め
ぬ
を
、
あ
は

(注
1
)

れ
と
な
が

む
る
ほ
ど

に
、
(
85
)

と

い
う
冒
頭

か
ら
し

て

「
な
が
め
」
と

い
う
語
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は

読
者

に
、
世
間

か
ら
隔
離
さ
れ
た
物

静
か
で
控

え
目
な
女
、
当
時
と
す
れ
ぽ
ご

く

一
般
的
な
女
を
思

い
描
か
せ
る
。

く

ろ
か
み
の
み
だ
れ
も
し
ら
ず

う
ち
ふ
せ
ば

ま
つ

か
き
や
り
し
人
ぞ
戀
し

き

言
う
ま
で
も
な
く
和
泉
式

部

の
代
表

的
な
歌
で
あ

る
。

し
か
し

こ
こ
に
は

「
な

が
め
」
る
女

の
姿

は
な
い
。
あ

る
の
は
愛
や
性

へ
の
執
着

心
か
ら
く

る
激

し
さ

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に

『
和
泉
式
部

日
記
』

と
歌
人
と
し

て
の
和
泉
式
部

の
問

に
は
大
き
な
隔
り
が

あ
る
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
隔
り
は
何
を
意
味
す
る

の
で
あ

ろ
う
か
。
そ

の
点
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、

「
な
が

め
」

一
語

に

注

目

し

て

『
和
泉
式
部
日
記
』
を
読
む

こ
と
に
し
よ
う
。
な

お
比
較

の
対
象
と
し
て
、
同

時
代

の
女
流
日
記
で

「
な
が

め
」

の
語
が
三
十
七
例
み
え
る

『
蜻
蛉

目
記
』

を

選

ん
だ
。

一

日
記

の
中

の

「
な
が

め
」
を
追

っ
て

い
く
と
、
そ
れ
が
用

い
ら
れ

て
い
る
文

節

の
直
後

に
句
点

の
つ
く

こ
と
が

ま
れ
で
あ

る
の
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、

「
な
が

め
」
が
文
末
に
来

る
場

合
が
少

な
い
、

と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
次

の
表

は

「
な
が
め
」
が

そ
の
文

の
ど

こ
に
位
置
し

て
い

る

か

を

調

べ
、
ま
と

め
た
も

の
で
あ
る
。

表
1
か
ら
、
ど
ち
ら
の
目
記
に
お
い
て
も
、

.「
な
が

め
」
が
文
末

に
来

る
場

合

は
き

わ
め
て
ま
れ

で
通
常

は
文

の
途
中

に
入

っ
て
い
る
、
と

い
う

こ
と
が

わ

か
る
。
さ
ら

に
考
察
を
深
め
る
と
、

「
な
が

め
」
と

い
う
語
は
そ
れ
に
続
く
他
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〔
表

1
〕

%記日蛉蜻記日部式泉和

文
末

の

「
な
が

め
」

a21

b11

小
計

32

文

の
途
中

の

「
な
が
め
」

な
が
む

る

ほ
ど

に
83

な
が

む

る
に73

な
が
む

れ
ぽ51

そ

の
他

56

不
計

2513

計総28
・
15

a
11
明
ら
か
に
文
末
の

「な
が
め
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
。

b
11
下
に
他
の
動
詞
を
伴
っ
て
は
い
る
が
そ
れ
は
補
助
的
な
も
の
で
、

「な
が
め
」

、
が
そ
の
文
の
最
終
の
動
作
と
み
な
さ
れ
る
も
の
。

㊧

こ
こ
で
は
歌
の

「な
が
め
」
は
除
外
す
る
。

の
動
作
を
引
き
出
し
て
強
調
す

る
役
目
を
果
た
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

予
測

で
き

る
の
で
あ
る
。
だ
と
す

る
と
そ

の
動
作

の
内
容
が
問

題
で
あ

る
が
、

そ
れ
に
関
し

て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す

る
。

二

次

に
、
前

段
と
は
多
少
観
点
を
変
え
、

「
な
が

め
」
本
来

の
持

つ
意
味
を
踏

ま
え
て
、

「
な
が

め
」

る
対
象

の
有
無
を
調
べ
て
み
よ
う
。

表
H
、
表
皿
は
、

『蜻
蛉

日
記
』

の

「
な
が
め
」
に
は
対
象

の
な
い
も

の
の

方
が
多

い
が
、

『
和
泉
式

部
日
記
』

で
は
対
象

の
あ
る
も

の
と
な
い
も

の
が

ほ

ど
ん
ど
同
じ
数
見
ら
れ
、
そ
の
対
象
も
具
体
的

に
指
摘

で
き
る
場
合
が
多

い
、

〔
表
皿
〕

/

塩

蜻
蛉

日

項

目

、

A

馳
④⑤◎

B

記

数

一

%

452

11

β図5
・

睡45

7
・

29

%

一

彿

A
、
対
象
の
あ
る

「な
が
め
」

④
対
象
が
明
確
に
わ
か
る
揚
合

⑤

「な
が
め
」
の
前
に
対
象
と
み
な
さ

れ
る
語
が
あ
る
場
合

@
共
存
す
る
動
詞

「
見
る

(お
よ
び
そ

の
複
合
語
)
」
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る

語
が
あ
る
場
合

B
、
対
象

の
な

い

「な
が
め
」

〔
表

皿
〕巉項

目
A

@⑤◎
B

和
泉
式
部
日
記

数

一

%

1041

15

あ匡β吟
。
43

」51

王

嫻

と

い
う

こ
と
を
示
し
て

い
る
。

そ
こ
で
今
度

は
具
体
的
な
対
象
と
は

い
か
な
る

も

の
か
を
明

ら
か
に
す

る

(表
W
参
照
)
。

両
者
を
比
較

す
る
と
、
『
和
泉
式
部
日
記
』

に
お
け
る

「
な
が

め
」
の
対
象

の

範

囲
が

非
常

に
狭

い
こ
と

に
気
づ
く
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き
点

は

「
月
」

で
、

そ
れ
は

『蜻
蛉

日
記
』

で
は

一
例
を
数
え
る

の
み
だ
が
、

『
和
泉
式
部

日
記
』

と
な

る
と
九
例

に
も
上
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お

い
て
、

『
和
泉
式
部

日
記
』
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〔
表
W
〕『

蜻

蛉

日

記
』

庭

の
草

木

(
三
例

)
、

人

の
帰

る

様

子

(
二
例

)
、

月

(
一
例

)
、

雪

(
一
例

)
、

部

屋

の
中

(
一
例

)
、

.
屋

根

の
上

(
一
例

)
、

山

(
一
例

)
、

土

地

(
一
例

)

『和
裘

替

記
』
}
月

(九
例
)
、
空

(
五
例
)
、
庭

の
草
木

(
一
例
)

の

「
な
が

め
」

の
裏

に
は

「
あ
る
志
向
」
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
か
、

と
い
う
疑
問
を
抱
か
さ
れ
る
。
よ

っ
て
以
下
は
そ

こ
の
所
を
念
頭

に
置
き
、
調

査
を
進

め
る
。

先

に
明
記

し
た

よ
う

に
、

「
な
が
め
」
の
対
象
と
し

て
最
も
多

い
も

の
は
、

『蜻
蛉

日
記
』

で
は

「
庭

の
草
木
」
、
『
和
泉
式
部
日
記
』

で
は

「
月
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
箇
所

を
二
、

三
抜
き
出
し

て
み
よ
う
。
ま
ず

『
蜻

蛉

日
記
』

か
ら
。

。
つ
く

ろ
は
せ
し
草
な
ど
も
、
わ
づ

ら
ひ
し
よ
り
は
じ

め
て
、
う
ち
捨

て
た

り
け
れ
ば
、
生
ひ

こ
り
て
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱
れ
た
り
。

(
中
略
)

わ
れ

は
た
だ

つ
れ
づ
れ
と
な
が

め
を
の
み
し

て
、
(
961
)

。
こ
の
荒
れ
た

る
宿

の
蓬
よ
り
も
し
げ
げ

な
り
と
、
思

ひ
な
が
む
る
に
、
(
381
)

作
者

は

「
庭

の
草
木
」
が
持

つ
そ
の
荒
寥
と
し
た
風
情

に
自
ら

の
心
境

を
オ
ー

バ

ー
ラ

ッ
プ
さ
せ

て

「
な
が

め
」
て
い
る
。

一
方
、

『
和
泉
式
部
日
記
』
の
場

合

は
ど

う
で
あ

ろ
う
。

。

一
夜
見
し
月
ぞ
と
思

へ
ば
な
が
む
れ
ど
(
101
)

。
そ
の
夜

の
月

の
い
み
じ
う
明

か
く
す

み
て
、

こ
こ
に
も
か
し
こ
に
も

な
が

め
明

か
し

て
、
(
321
)

。

見

る
や
君
さ
夜
う
ち
ふ
け

て
山

の
端

に
く
ま
な
く
す

め
る
秋

の
夜

の
月

う
ち
な
が
め
ら
れ
て
、
(
621
)

,

こ
の
よ
う
に
女
が
月

を

「
な
が

め
」
る
時
、
そ

の
向

う
に
は
い

つ
も

宮

が

い

て
、
彼
も
そ

の
月
を

「
な
が

め
」

て
い
る
。
明

る
い
月

の
光
を
前
に
し
て
の
、

し
か
も
そ

の
背
後

に
は
常

に
宮

の
姿
が
あ

る
女

の

「
な
が
め
」
と
、
荒
れ
果

て

た
庭
を
前

に
し
て
の

『
蜻
蛉
日
記
』

の
作
者

の

「
な
が

め
」
、

や

は
り
両
者

の

相
違
は
大
き

い
よ
う
で
あ

る
ゆ

三

コ

」
、
コ

ご

で
の
比
較

は
、

表
面
的
で
狭

い
部
分

の
そ
れ

に
過
ぎ
な

い
。

従

っ
て
こ
こ
で
は
内
容

の
面
を
十
分
考
慮

し

「
な
が

め
」

の
前
後

に
重
点
を
置

い
て
、
そ
の
際

の
状
況
、
状
態

に
関
し
て
両
日
記
を
比
べ
た
い
。

『
蜻
蛉
日
記
』

に
、

わ
れ
は
た
だ

つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
を

の
み
し
て
、

「
ひ
と
む

ら
薄
虫

の
音

の
」
と

の
み
ぞ

い
は
る
る
。

手
ふ
れ
ね
ど
花

は
さ
か
り

に
な
り
に
け
り
と
ど

め
お
き
け

る
露

に
か
か

り
て
(
961
)

と
あ
る
。
母
の
死
と
い
う
不
幸

に
直
面
し
、

母
と
共

に
手

入
れ
を
さ
せ
た
前
栽

を
前
に
茫
然

と

「
な
が

め
を

の
み
し
て
」
い
る
作
者
。
だ
が
寂
し
さ
は
募

る
ば

か
り
で
あ
る
。

そ
の
寂
し
さ
を
彼
女
は
古

歌
を

口
ず

さ
む

こ
と

に
よ

っ
て
、
あ

る
い
は
独
詠
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
紛

ら
わ
そ
う

と
し

て
い
る
。
次
は
兼
家

の
訪

れ
が
途
絶

え
て
い
る
の
を
嘆
き
、
「
な
が

め
」

て
い
る
場
面

で
あ
る
。

心
細

う
て
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
出

で
し
日
使
ひ
し
滑
坏

の
水
は
、
さ

な
が

ら
あ

り
け
り
。
上
に
塵
ゐ
て
あ

り
。
(
381
)

そ

し
て
こ
こ
で
も
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絶
え
ぬ
る
か
影
だ

に
あ
ら
ぽ
問
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
水

は
水
草
ゐ

に
け
り

と

い
う
独
詠

歌
を
詠

ん
で
い
る
。
そ

こ
で
私
は

「
な
が

め
」

と
独
詠
歌
、
と

い

う
観

点
か
ら
本
文

を
追

っ
て
み
た
。
そ

の
結
果
、
作
者

の

「
な
が

め
」
が
独
詠

歌
に
結
び

つ
く
箇
所

は
先

に
掲
げ

た
以
外

で
は
次

の
六
箇
所
、
す

な
わ
ち
計
八

例

に
も
及

ぶ
こ
と
が

わ
か

っ
た

の
で
あ
る
。

o
っ
く
つ
く

と
な
が
む

る
に
、

ー

↓

「
ふ
る
雪

に
…
…
」

(
022
)

。
も

の
し
お
ぼ
え
ね
ぽ
、

な
が

め
の
み
ぞ

せ
ら

る
る
。

1
↓

「
鶯
も
:
:
:
」

(
522
)

。
そ
れ
ま
し
て

思

ひ

か

け

ら

れ

ぬ

と
、
な
が

め
暮
ら
さ
る
。

ー

壷

「
思

ひ

せ
く

…

…
」

o
夜

中

過

ぐ

る

ま

で

な
が

む

る
、

ー
↓

「
う

へ
し

た

と

…

:
.」

。
遠

山

を

な

が

め

や

れ
ぽ

、

↓

「
袖
ひ

つ
る
…
…
」

。
わ
れ
は

の
ど
か

に
て
な
が
む
れ
ぽ
、

↓

「
思
ひ
き

や
ー
…
」

以
上

の
こ
と
か
ら
、
『
蜻
蛉
日
記
』

に
は

「
な
が
め
む

独
詠
歌
]
④

(
842
)

(
192
)

(
792
)

(
553
)

と
い
う

一
つ
の
型
が
あ

る
と
言
え
る
。
そ
し
て

こ
の
④

の
中
に
、

二

」

で
保

留
に
し
た
問
題

の
答
え
も
た
だ
ち

に
現
わ
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

す

な

わ

ち

「
文

の
途
中

の

『
な
が

め
』
が
引
き
出
し
、
強
調

し
て
い
る
内
容
」
と
は
、
独

詠
歌
、
言

い
換
え

る
と
自
ら

の
は
か
な
さ
を
嘆
く
作
者

の
姿
な

の
で
あ
る
。

「作
者

の
生
活

と
は

「
暮
れ
は

つ
る
ま

で
、
な
が
め
暮

ら
」
(
鏘
)
す

こ
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ

の

「
な
が

め
」
は
、
何

の
甲
斐
も
な

い

「
な
が

め
」

で
あ

っ

た
。
ゆ
え
に
や
り
場

の
な

い
寂
寞
感
を
、
ひ
と
り
和
歌
を
詠
む

こ
と
で
紛
ら
わ

し
て
み
た
の
で
あ

る
。
し

か
し
無
駄
な
抵
抗

で
あ

っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
う

せ
ざ
る
を
得

な
い
自
分

の
哀
れ
さ

に
他
な
ら
ぬ
作
者

自
身
が
気
づ
く
結
果
と
な

り
、
そ
の
こ
と
が
彼
女

の
嘆
き
を

一
層
深
刻
な
も

の
に
し
て
し
ま

っ
た
か
ら

で

あ
る
。

つ
ま
り

『
蜻
蛉

日
記
』

に
お
い
て
は
、

「
な
が

め
」
が

よ

り

痛

烈

な

「
な
が

め
」
を
呼
び
起

こ
し
て
い
る
と
言
え

る
。
作

者

の

「
な
が

め
」

は
徐

々

に
重
大
さ
を
増

し
、
尽
き

る
こ
と
な
く
続
く

の
で
あ
る
。

さ

て
、
本
題

の

『
和
泉
式
部

日
記
』

は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
再

び
冒

頭
の
部

分

を
引

く
。

築
土

の
上

の
草

あ
を
や
か
な
る
も
、
人

は
こ
と
に
目
も
と
ど

め
ぬ
を
、
あ

は
れ
と
な
が

む
る
ほ
ど

に
、
近
き
透
垣

の
も
と

に
人

の
け
は
ひ
す

れ
ば
、

た
れ
な
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど

に
、
故

宮

に

さ

ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人
童

な
り
け

り
。
(
85
)

「
夢

よ
り
も

は
か
な
き
世

の
中
を
、
嘆
き
」
、
ぼ

ん
や

り
と

「
な
が
め
る
」
女

の

も
と

に

「
人

の
け
は
ひ
」
が

す
る
。
誰

だ
ろ
う
と

「
な
が

め
」
を

中

断

す

る

女
。
姿

を
現

わ
し

た
の
は
帥
宮
か
ら

の
使

い
の
老

で
あ

っ
た
。

雨
う
ち
降

り
て
い
と

つ
れ
づ
れ
な
る
日
ご
ろ
、
女

は

雲

間

な
き
な
が
め

に
、
世

の
中

を
い
か
に
な
り
ぬ
る
な
ら
む
と

つ
き

せ
ず

な
が

め
て
、

「
す

き
ご

と
す

る
人

々
は
あ

ま
た
あ
れ
ど
、
た
だ
今

は
と
も
か
く

も

思

は

ぬ

を
。
世

の
人
は
さ
ま
ざ

ま
に
言

ふ
め
れ
ど
、
身

の
あ
れ
ば
こ

そ
」
と
思

ひ

て
過
ぐ

す
。
宮

よ
り

「
雨
の

つ
れ
づ
れ
は

い
か

に
」
と
て
、

(
95
)

五
月
雨
が
降
る

の
に
伴

い
女

の

「
な
が

め
」
も
続
く
。
だ
が
女
に
そ
う
さ
せ
る

}33一



の
は
五
月
雨
ば

か
り
で
は
な
か

っ
た
。
浮

か
れ
女

な
ど

と

の

の

し

る

「
世

の

人
」

の
声
も
原
因
し
て

い
た
。
そ
ん
な
折
、
宮

か
ら
便

り
が
贈
ら
れ
て
来

た
と

い
う

の
で
あ
る
。

女
は
、
ま
だ
端

に
月
な
が

め
て
ゐ
た
る
ほ
ど
に
、
人
の
入
り
来
れ
ぽ
、
簾

う
ち
お
ろ
し

て
ゐ
た
れ
ば
、
例
の
た
び
ご

と
に
目
馴
れ

て
あ
ら
ぬ
鸚

に

て
、
(
301
)

同
様

に
、
,女
が
常
と
す

る

「
な
が

め
」

の
場
面
。
た
だ

こ
こ
で
先

の
二
例
と
異

な
る

の
は
、
宮
自
身
が
女

の
も
と

へ
訪
れ
た
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
先
述

の
二

例

が
宮

の
女

に
対
す

る
間
接
的
行
動
と
す

る
な
ら
ば
、

こ
こ
で
の
宮

の
訪
れ
は

直
接
的
行
動

と
言
え
よ
う
。

い
ず

れ

に
し
て
も

こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、

『
和
泉

式
部
日
記
』

に
お

い
て
も
、
あ
る

一
定

の
型

を
見
出
す

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ

る
。
し
か
も
そ

の
型
は
、
宮

側
の
女

へ
の
働
き

か
け

に
関
係
す
る
と
思

わ
れ
る

の
で
あ
る
。
引
き
続
き
本
文

を
追

い
、
そ

の
型

の
存
在

、
お
よ
び
内
容

に
つ
い

て
検
討
し

よ
う
。

野
分
だ
ち

て

雨
な
ど

降
る

に
、

つ
ね
よ
り
も

も

の
心
細
く

て

な
が
む
る

に
、
御
文
あ
り
。
(
211
)

女
が

い
つ
も

よ
り
心
細
い
の
で

「
な
が

め
」

て
い
る
と
、
宮

か
ら
手
紙
が
届
く

場

面
で
あ

る
。

例

の
童
ば

か
り
を
御
供

に
て
お
は
し
ま
し
て
、

(中
略
)
す
べ
て

こ
の
ご

ろ
は
、
折
か
ら

に
や
、

も

の
心
細
く
、

つ
ね
よ
り
も
あ
は
れ

に

お

ぼ

え

て
、
な
が

め
て
ぞ

あ
り
け
る
。
(
311

)

先

の
例
同
様

「
つ
ね
よ
り
も
」
心
細
く
感
じ
ら
れ
て

「
な
が

め
」

て
い
た
ち

ょ

う
ど

そ
の
時
、
宮

の
来
訪
が
あ

っ
た
と

い
う
。

ま
た
、

い
み
じ
う
霧

り
た

る
空
を
な
が

め

つ
つ
、
明

か
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
の
あ

か

つ
き
起
き

の
ほ
ど

の
こ
と
ど
も
を
、
も

の
に
書
き

つ
く

る
ほ
ど

に
ぞ
例

の
御
文
あ

る
。
(
411
)

と
も
記
さ
れ

て
お
り
、
宮
か
ら
の
文

の
到
着

は
女

の

「
な
が
め
」
と

一
致
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
を
明
瞭

に
表
わ
し

て
い
る

の
は

な
が

め
ゐ
た
ら
む

に
ふ
と
や
ら
む
と
お
ぼ
し
て
、

つ
か
は
す
。
女
、
調

め
出

だ
し

て
ゐ
た
る

に
も
て
来
た
れ
ば
、

(
611

)

と

い
う
箇
所
で
あ
る
。
女

の

「
な
が

め
」

を
予
測
し

て
宮
が
文
を
遣
わ
す
と
、

女
は
ま
ざ
し
く

「
な
が

め
」

て
い
た
。
さ
ら

に
次

で
は
、
ふ
た
り
は
同
時

刻
に

場
所
を
異
に
し
て

「
な
が

め
」

て
い
る
。
そ
の
後

に
は
や
は
り
、
女

に
対
す

る

宮
側

の
動
き
が
示

さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

の
夜

の
月

の
い
み
じ
う
明

か
く
す

み
て
、

こ
こ
に
も
か
し

こ
に
も
剽

め
明
か
し
て
、

つ
と
め
て
、
例

の
御
文

つ
か
は
さ
む
と
て
、
(
321

)

以
上

の
こ
と
か
ら
考
え

ら
れ

る
こ
と
は
、

『
和
泉
式

部
目
記
』

に
は

園

が
め
」
營

か
ら
の
芻

@

と

い
う
型
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。.

こ
の
@

の
型

が
見
ら
れ
る
の
は
、

す
べ

て
取
り
上
げ

た
が
計

八
例
。

一
方
、
地

の
文

の

「
な
が
め
」

で
女
自
身

の

状
態
を
表

わ
す
も

の
は
十

二
例
。
(
95
ぺ
顔

「
な
が

め
」

と
同

伽
「
な
が

め
て
」
、
・

珊
ぺ
伽

「
な
が

め
ゐ
た
ら
む
」
と
同
卵

「
な
が

め
出

だ
し

て
」
は
各

々
同
時
点

の
も

の
と
み
な
し
、
共
に
合

わ
せ
て

一
例
と
す

る
。
)

な

ん
と
十
二
例
中

入
例

ま

で
が
@

に
当
て
は
ま
る
の
で
あ

る

(表

V
参

照
)
。

こ
の
@

と
先
述

の
④
、

さ
ら

に
表

W
の
各

々
の
割
合

を
比
べ
る
と
、
両
日
記
間

の
相
違
が

よ

く

わ

か

る
。

ま
た
、

「
文

の
途
中

の

『
な
が

め
』

に
よ

っ
て
引
き
出
さ
れ
、
強
調
さ
れ

て
い
る
内
容
と
は
何
か
」
と

い
う

「
一
」

で
の
問
題
点
も
、

こ
こ
に
お
い
て
解

「誕一



決
す

る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
@

に
見
え
る
、
女

に
対
す
る

「宮

か
ら
の
行
動
」

な

の
で
あ

る
。

〔
表
V
〕作

品

項

、
目

蜻

蛉

日

記

和
泉
式
部
日
記

地

の
文

に
お
け
る
本

人

の

「
な
が

め
」
③

2612

男
性
側

の
行
動

に
っ

な
が

る
「
な
が
め
」
⑤

38

@ノ⑤%」11%」66

表
V
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に

『
蜻
蛉

日
記
』

で
は
、
兼
家

の
行
動
を
呼
ぶ

作
者

の

「
な
が

め
」

は
わ
ず

か
三
例

で
あ
る
。
そ
れ
を
以
下

に
示
し
、

『
和
泉

式
部
日
記
』

と
比
較
す

る
。

①

雨
い
た
く
降
り

て
、
な
が
む
る

に
、

「
い
と
あ

や
し
く
心
細
き
と

こ
ろ
に

な
む
」

な
ど
も
あ

る
べ
し
、
返
り
ご
と
に
、

(
702
)

②

い
み
じ
く

こ
こ
ち
ま
さ
り
て
、

な
が

め
暮
ら
す

ほ
ど

に
、
文
あ
り
。
(
332
)

③
例

の
見
送
り

て
な
が
め
出
だ
し
た
る
ほ
ど

に
、

(中
略
)
、
来
る
人
あ
り
。

(
962
)

①

で
作
者
は
兼
家
の
手
紙

を
受
け
取

る
。
だ
が

「
心
細
き
と

こ
ろ
に
な
む
」

か
ら
す
ぐ

に

「
返
り
ご
と

に
」
と
続

い
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
当
然
あ

っ
て
し

か
る
べ
き
相
手
方

の
贈
歌
が
そ

こ
に
は
な
く
、
直
接
作
者

の
不
安
な
心
情

を
訴

え
る
歌

へ
と
続
く

の
で
あ

る
。
そ

の
点

、

『和
泉
式
部

日
記
』
は
ど
う
か
。

。
雲
間
な
き
な
が

め

に
(
95
)

。
つ
き
せ
ず
な
が

め
て
(
95
)

。
心
細
く
な
が
む
る

に
(
211
)

。
霧
り
た
る
空
を
な
が

め

つ
つ
(
411
)

。
な
が
め
ゐ
た
ら
む
に
(
611
)

o
な
が

め
明

か
し
て
(
321
)

以
上

の
六
例
が
宮

の
文
を
授
か

る
に
至
る
女

の

「
な
が

め
」

で
あ

る
が
、
そ

の

す

べ
て
に
お
い
て
宮
か
ら

の
贈
歌
は
は

っ
き

り
と
収

め
ら
れ

て
い
る
。

『
蜻
蛉

日
記
』
が
自
己

の
表
出

に
重
き

を
置

い
て
い
る
の
に
対
し
、
『
和
泉
式
部
日
記
』

は
決
し

て
宮
を
尊
重
す
る
態
度

を
崩
す

こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。

次

に
取
り
上
げ
た

い
の
は
②

・、③

に
お
け

る
作
者

の
態
度
で
あ
る
。
②

で
は

手
紙
を
、
③

で
は
来
訪

を
受
け

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表

面
に
出

て
い

る

の
は
作
者

の
不
満
や
怒
り

で
あ
る
。
兼
家

に
対

し
て
素
直

に
な
れ

な
い
作
者

で
あ

る
。

一
方

『
和
泉
式
部
日
記
』
で
は

「
折
を
過
ぐ

し
た
ま
は
ぬ
を
を
か
し

と
思

ふ
」
(
95
)
、
「
旧
ご

ろ
の
罪
も
ゆ
る
し
き

こ
え
ぬ
べ
し
し
(
囎
)
、
「
げ

に
、

か
れ

よ
り
ま
つ

の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
と
見

る
も
を
か
し
」
(
421
)
と

い
う
具

合

い
で
あ
り
、
女
は
常

に
素
直
な
態

度
で
宮

に
接
し

て
い
る
。

今
度
は

『
和
泉
式

部
日
記
』

の
、
女

の

「
な
が
め
」
が

「
宮

の
行
動
」

を
引

き
起

こ
さ
な

い
場
合
、

い
わ
ば
例
外

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
そ
れ
ら

を
列
挙
す
る
。

ω

な
ほ
ひ
と
り
な
が

め
ゐ
た
る
ほ
ど

に
、

は
か
な
く

て
明
け
ぬ
。
ま
た

の
夜

お
は
し
ま
し
た
り
け
る
も
、

こ
な
た
に
は
聞

か
ず
。
(
101
)

②

「
う
ら
や

ま
し
く
も
」
な
ど
な
が

め
ら
る
れ
ば
、
宮

に
聞

こ
ゆ
。
(
鵬
)

」
㈲
宮

の
御
文
な
り
け
り
。
思
ひ
が

け
ぬ
ほ
ど
な
る
を
、

(
中
略
)

う
ち
な
が

め
ら
れ

て
、

つ
ね
よ
り
も
あ
は
れ
に
お
ぽ
ゆ
。
(
521
)

④

た
だ
う
ち
な
が
め
て

の
み
明
か
し
暮
ら
す
。
(
中
略
)
心
細
く

み
ゆ
れ
ば
や
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例
の
聞

こ
ゆ
。
(
731
)

は
じ
め
に
ω

に
つ
い
て
。
こ
こ
は

「
ま
た
の
夜
」
と
あ

る
よ
う
に
、

「
な
が

め
」

か
ら
宮

の
訪
れ
ま
で

に
時
間

的
空
白
が
あ

る
た

め
、

一
応

例
外

と
す
る
。

し
か
し
す
ぐ

に

「
ま
た

の
夜
」
と
続
き

そ
の
間

の
こ
と
は

一
切
触

れ

て

お

ら

ず
、
以
下
は
そ

の
夜

の
話

で
あ
る
。
あ
く

ま
で
も

こ
こ
で
の
重
点

は

「
お
は
し

ま
し
た
り
け

る
」

に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
よ

っ
て
@

に
属
す

る
要
素

を

十
分

に
備
え

て
い
る
箇
所
と
言
え
る
。
次

に
③

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
の
場

合
は

「
宮

の
御
文
」
が
先

で
そ
の
後

に
女
が

「
な
が

め
」
て
い
る
。
す

な
わ
ち

@

と
逆

の
流
れ
が

こ
こ
に
存
在
す

る
。
残

る
②

・
㈲

に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

は
、
両
者
と
も

「
な
が

め
」
の
状
態

か
ら
宮

に
歌
を
贈
る
と

い
う

行

動

に

移

る
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
女
は

『
蜻
蛉
日
記
』

の
作
者

の
よ
う

に
、
自

己
の

や

る
せ
な
さ
を
ひ
た
す
ら
歌
に
託
す

と
い
う
態
度
は
と
ら
な
か

っ

た

の

で

あ

る
。
彼
女
が
物
憂

い
乱
れ
た
感
情

を
自
分

の
内

で
沈

め
よ
う
と
し
て

い
る
の
に

対
し
、
女
は
そ

の
解

決
策

を
宮

に
求
め
て
い
る
。

い
う
な
れ
ぽ
、
女

の

「
な
が

め
」

は
絶
え
ず
宮

に
向

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。

「
な
が

め
」
て

い
て
も
宮

か
ら

は
何

の
音
沙
汰
も
な

い
、

な
ら
ば

こ
ち
ら
か
ら
と

い
う

よ
う

に
、
常

に
宮
と

の

距
離
を
ち
ぢ

め
よ
う
と
す

る
努
力
す

ら
う

か
が
え

る
。
ω

に
お

け

る

「
聞

こ

ゆ
」
を

「
例

の
」
と
断

っ
て

い
る

こ
と
が

そ
の
証
拠

で
あ

る
。

以
上
、
『
蜻
蛉
日

記
』
と
比
較

し

つ
つ
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
、
「
な
が

め
」

と

「
宮

の
行
動
」
と

の
結

び

つ
き

に

つ
い
て
検
討
し

て
き
た
。
そ

こ
で
そ
れ
ら

を
総
括
し

て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

『
和
泉
式
部
日
記
』

に
お
け
る
女

の

「
な

が

め
」

に
は
宮
と
同

じ
世
界

に
立

と
う
と
す

る
志
向
が
あ

っ
た

の

で

は

な

い

か
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

コ

ご

で

「
あ

る
志
向
」
と
提
示
し
た

の
は
こ
の

こ
と
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
女

の

「
な
が

め
」
が

宮

の
行

動
を
誘

う

に

至

る

の

は
、
そ

の
志
向

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、

「
な
が

め
」

に
は
具
体
的
対

象
が
あ
り
、

そ

の
多

く
が
月

で
し
か
も
そ

の
月
は
宮
と

い
っ
し

ょ
に
見

る
月
と

限
定
す
る
場
合
が
多

い
の
も
、
す

べ
て
そ

の
志
向

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は

次

の
段
で
志
向

の
存

在
を
裏
付

け
る
事
実
を
述
べ

る
こ
と

に
し
よ
う
。

四

周
知

の
よ
う
に
、

こ
の
作
品
は
女
を
極
力
控
え
目
に
描

い
て
い
る
。
し
か
し

そ

の
中

で
、

ま
れ
で
は
あ

る
が
表
面
化
す
る
女

の
積
極

性
と
い
う
も

の
を
無
視

す
る

こ
と
は
で
き
な

い
。
従

っ
て
、
最
初
に
そ
の
希
少
価
値

と
も
言
え

る
女

の

積
極
的
な
姿
勢
を
取
り
上
げ
る
。

五
月
五
日

の
頃
、
川

の
水
が
増
し
た
と

い
う

こ
と
で
、
宮

は
女

に

歌

を

贈

る
。
女
は
そ
れ

に
対

す
る
返
歌

に

「
か
ひ
な
く
な
む
」
(
97
)
と

い
う
こ
と
ば

を

添
え

て
い
る
。

こ
れ
な
ど

は
積
極
的
姿
勢
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
歌
ば

か
り
で

は
物
足
り
ま
せ
ん
、

ど
う
か
宮
様
御
自
身
私

の
も
と

へ
、
と
い

っ
た
女

の
誘

い

を
そ

こ
に
感
じ

る
。
同
様

の
誘

い
は
、

こ
こ
ろ
み

に
お
の
が

心
も

こ
こ
ろ
み
む

い
ざ
都

へ
と
来

て
さ
そ
ひ
み
よ

(
m
)

と

い
う
歌
か
ら
も
う
か
が

え
る
。
ま
た
、

い
と
ま
な
み
君
来
ま

さ
ず
は
わ
れ
行
か
む
ふ
み

つ
く

る
ら
む
道
を
知
ら
ば

や
(
041
)

あ
る

い
は

わ
れ
さ
ら
ば
進

み
て
ゆ
か
む
君
は
た
だ
法

の
む
し

ろ
に
ひ
ろ
む
ば
か
り
ぞ

(
441
)

と
も
詠

ん
で
い
る
。
宮
を
誘

っ
た
か
と
思
う
と
今
度
は
、
私

の
方

か
ら
う
か
が
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い
ま
し

ょ
う
、
と

い
う
。
宮

に
対

し
て
積
極
的

に
働
き
か
け
る
女
で
あ
る
。

(鼈

「
女
か
ら

の
貘

」

に

つ
い
て
。

こ
れ
は

塞

本
型

を
さ

か

さ

に

し

た
」
も

の
で
あ
る
か
ら
、
調
べ

る
余
地
は
十
分

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
単

に
贈
歌

と

い
う
場
合
、
返
歌
以
外

の
歌
を
そ
れ

に
つ
け
て
贈

っ
た
り
、
同
じ
場
所

に
い

て
取
り
交

し
た
り
す

る
も

の
も
含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
論
ず
る

の
は
そ

れ

ら
以
外
、
す
な
わ
ち
ふ
た
り
は
完

全
に
場
所

を
異

に
し

て
お
り
、
歌

の
や
り

と
り
が
女
か
ら
始
ま

っ
て
い
て
そ
れ

を
手
渡
す
使
者
も
女
か
ら
送

っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
場
合

の
贈
歌

で
あ

る
。
以
上

の
条
件
を
備
え
た
贈
歌

は

『
和
泉
式
部

日
記
』

に
+
首
、

≒
蜻
蛉
日
記
』

に
三
首
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
数
字
を
作

品
中

の
本
人

の
歌

の
総
数
と
比
べ
る
と
、
表

M

の
よ
う
に
な
る
。

〔
表
M
〕/

項

目

作

品

/

.-

蜻

蛉

日

記

和
泉
式
部
日
記

贈

歌

数

310

歌
の
総
数

㎜お

　

贈
歌

の
割
合
%(

肪213

こ
う
し

て
み

る
と
、

い
か

に

『
和
泉
式
部

日
記
』

で

「
女
か
ら

の
贈
歌
」
が

多

い
か
が

よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
も
や

は
り
女

の
積
極
性
を
強
く
打

ち
出
す
結

果
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

志
向

の
存
在
を
裏
付
け
る
も
う

一
つ
の
ポ

イ

ン
ト
と
し
て

「
わ
れ
」
を
と
り

上
げ

よ
う
。

例
時
雨
か
も
な
に
に
濡
れ
た
る
た
も
と
そ
と
定
め
て
か
ね
て
ぞ
か
か
を
剽

む

る
(
031
)

こ
の

「
な
が

め
」

の
歌

に
詠

み
込

ま
れ

て
い
る

「
わ
れ
も
」
と
い

う

こ

と

ば

は
、
例

の
志
向

を
表

わ
し

て
い
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば

「
わ
れ
も
」
と
は
自

分

以
外

の
誰

か
を
意

識
し
た
表
現

で
あ
り
、

こ
の
場
合

の
誰

か
と
は
宮
以
死

に

は
考
・兄
ら
れ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
さ
ら

に

「
わ
れ
」

(女

主
体

の

「
わ
れ
」
)

に

つ
い
て
検

討
す
る
。ヘ

へ

ω

い
か

に
と
は
わ
れ
こ
そ
思

へ
朝

な
朝
な
鳴
き
聞
か
せ

つ
る
鳥

の
つ
ら
さ
は

(
101
)

ヘ

へ

㈲
わ
れ
な
ら
む
人
も

さ
ぞ
見
む
長
月

の
有
明

の
月

に
し
か
じ
あ
は
れ
は
(
611

)

ヘ

へ

国
君
を
お
き

て
い
つ
ち
行
く
ら
む
わ
れ
だ
に
も
憂
き
世

の
中

に
し

ひ
て
こ
そ

ふ
れ
(
811
)

へ

も

㈲
な

に
ご
と
も
た
だ
わ
れ
よ
り
ほ
か
の
と
の
み
思

ひ
た
ま

へ
つ
つ
、
(
221

)

ヘ

へ

㈲
今

の
間

に
君
来
ま
さ
な
む
恋

し
と
て
名
も
あ

る
も

の
を
わ
れ
行
か
む
や
は

(
431
)

ヘ

へ

囲
恨
む
ら
む
心
は
絶
ゆ
な
か
ぎ

り
な
く
頼
む
君
を
ぞ
わ
れ
も
う
た
が

ふ
(
531

)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

例
君
は
君
わ
れ
は
わ
れ

と
も

へ
だ

て
ね
ば
心

々
に
あ
ら
む
も

の
か
は
(
831

)

も

へ

㈲

い
と
ま
な
み
君
来

ま
さ
ず

は
わ
れ
行
か
む
ふ
み

つ
く
る
ら
む
道

を
知
ら
ば

や
(
041
)

ヘ

へ

口
さ
ゆ

る
夜

の
か
ず

か
く
鴫
は
わ
れ
な
れ
や

い
く
朝
霜

を
お
き

て
見

つ
ら
む

遒
㈱
わ
れ
さ
ら
ば
進
み
て
ゆ

か
む
君
は
た
だ
法

の
む
し

ろ
に
ひ
ろ
む
ば
か
り
ぞ

(
441
)

へ
も

勧
呉
竹

の
世

々
の
ふ
る
ご
と

お
も

ほ
ゆ

る
昔
が
た
り
は
わ
れ

の
み
や
せ
む

(
541
)

女
主
体

の

「
わ
れ
」
は
、
σり
～
鋤
計
十

二
例
。
そ
し
て
そ
れ

ら
は

い
ず
れ
も
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宮

を
意
識
し

て
の

「
わ
れ
」
で
あ
る
。

㈲
の

「
わ
れ
な
ら
む
人
」
は
、
岩
瀬
法

(注
3
)

雲

氏
が
述
べ
ら
れ

る
よ
う

に
、

「
女
以
外

の
す

べ
て
の
人
」
で
あ

っ
て
決

し
て

「
宮

一
人
」

を
指
し
て

い
る

の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
そ

の
中
で
占

め
る

比
重
が
最
も
大
き

か

っ
た
人
物
は
や
は
り
宮

で
あ
る
。
と
言
う

の
は
、
そ

の
後

に
続
く

「
門

を
う

ち
た
た

か
す

る
人
」
(
611
)
も

「
明

か
す
人
」
(
珊
)
も
明
ら

か

に
宮
を
指
し
示
す
表
現

に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
国
、
㈲
、
囲
、

Gり
、
㈲
、
岡
で
は

「
わ
れ
」
に

「
君
」
を
呼
応
さ

せ
て
お
り
、
女

の
中

で
常

に

「
君
と
わ
れ
、
ふ
た
り
」

と
い
う
意
識
が
働

い
て
い
る

こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の

よ
う

に
女
が

「
わ
れ
」
と
言
う
時
、

そ
れ

は
単
な

る

「
わ
れ
」
で
は
な
く
、
宮

と

い
う
人
が

い
て
初
め
て
意
味

を
な
す

「
わ
れ
」
な

の
で
あ
る
。

『
蜻
蛉

日
記
』

で
は
誰
を
意
識
し
て

「
わ
れ
」

を
用

い
て
い
る

の
で
あ
ろ
う

か
。

そ
れ

は
時
と
場
合

に
よ

っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
あ

り
、
特

に
兼
家
だ
け
を
意

識

し
て
、

と
い
う

こ
と
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
こ
の
作
品

の

「
わ

ヘ

へ

れ
」

に
は

「
わ
れ
の
み
」
と

い
う
感

覚
が
強

い
の
で
あ
る
。

人
は
、
童
、
大
人
と
も

い
は
ず
、

「
儺
や
ら
ふ
儺

や
ら
ふ
」

と
騒
ぎ

の
の

ヘ

へ

も

へ

し
る
を
、
わ
れ
の
み
の
ど

か
に
て
見
聞
け
ぽ
、
(
003
)

と

い
う
調
子
で
あ
る
。

『
和

泉
式
部

日
記
』

の
,「
わ
れ
」

に
は

「
君
と
わ
れ
、

ふ
た
り
」
と

い
う
意

識
が

隠
さ
れ
て

い
た
。
が
、

こ
ち
ら

の

「
わ
れ
」
は
、
自

分
と
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
と

の
ギ

ャ
ッ
プ

を
強
調

し
て
い
る

に
過
ぎ

な

い
の

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
女

の
積
極
的
な
姿
勢
と
、

「
わ
れ
」

の
持

つ
意
味
を
ま
と
め
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
女

の

「
な
が
め
」
に
は
宮

と
同
じ
世
界

に
立

と
う
と
す

る
志
向
が
あ

っ
た
、
と

い
う

こ
と
が

よ
り
明

確

に
な

っ
た
と
思

う
。

五

「
な
が

め
」
を
通
し
て

『
蜻
蛉
日
記
』
を
見

た
時
、
そ

こ
に
は
世

の
は
か
な

さ
を
嘆
く
作
老
が

い
た
。
同
様

の
観
点

か
ら

『
和

泉
式
部

日
記
』
を
見
た
時
、

そ
こ
に
は
宮

と
同
じ
世
界

に
立
と
う
と
す
る
女

の
姿
が

み
と
め
ら
れ
た
。

『
蜻

蛉
日
記
』
が

「
ひ
と
り
ぼ

っ
ち

の
嘆
き
」

に
と
ど

ま

っ
て

い
る

の

に

対

し
、

『
和
泉
式

部
日
記
』

は
終
始

「
ふ
え
り

の
世
界
」
を
追

い
求
め
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
事
実

は
取

り
も
直
さ
ず
、

『
和
泉
式
部
日
記
』

の
特
質

を
表
わ
し
て

い
る
と
言
え
る
。

と

こ
ろ

で
、
私
は

こ
の
論
文

の
中
で
繰

り
返

し

「
宮

と
同
じ
世
界

に
立
と
う

と
ナ

る
志
向
」
と
述
べ
て
き
た
。
常

に

「
立

つ
」

「
立

っ
牝
」
で
は
な
く

「
立

と
う
と
す

る
」
と
し

て
き

た
。
な
ぜ
そ
う
し
た
か
と

い
う
と
、
女
に

「
立

と
う

と
す
る
」
志
向
が
あ

っ
て
も
、
実
際

に
は

「
立
て
な
か

っ
た
」

の

で

は

な

い

か
、
と
思

う
か
ら
で
あ
る
泊
も
し

「
立
て
た
」
の
な
ら
ば
、

あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
か
や
う

の
は

か
な
し
ご
と

に
、

世

の
中

を
な
ぐ
さ

め
て
あ
る
も
、
う
ち
思

へ
ば
あ

さ
ま
し
う
。
(
9⑪1
)

と
か
、例

の
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ

め
て
過
ぐ
す
そ
、

い
と
は
か
な
き

や
。
(
441
)

な
ど

と
は
言

わ
な
い
は
ず

で
あ

る
。

で
は
な
ぜ

「
立
て
な
か

っ
た
」

の
だ

ろ
う

か
。
そ
れ
は
宮

の
せ

い
で
も
世
間

の
せ

い
で
も
な

い
。
他
な
ら
ぬ
女
自
身
が
原

因

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
先

に
上
げ
た

二
例
を
取

っ
て
み
て
も
わ

か

る

よ

う

に
、
女

の
中

に
は
常

に
、
彼
女

を
冷
静

に
、

か

つ
鋭
く
見

つ
め
る

眼

を

持

っ

た
、
も
う
ひ
と
り

の
女
が

い
た

の
で
あ
る
。
も

う
ひ
と
り

の
女
が
そ

の
眼
で
絶

え
ず

、
宮

と
の
愛

を
貫

こ
う
と
す
る
彼
女

を
客
観
的

に
見

つ
め
、
き
び
し

い
視
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線

を
投
げ

か
け
て

い
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
は
じ
め
に
」

で
私
は
、
歌
人
と
し
て

の
式
部

と
日
記
と

の
間

に
は
隔
り
が

あ

る
と
述

べ
た
。
し
か
し
そ

の
考
え
方

は
誤

?
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
恋
愛

に
対
す

る
女

の
積
極
性
が
、
そ
し
て
女

を
見

つ
め

る

「
も
う
ひ
と
り
の
女
」

の
存
在
が
、
日
記
の
中
に
も
み
と
め
ら
れ
た

か
ら

で

あ
る
。

こ
れ

ら
は
共

に

「
く

ろ
か
み

の
」

の
歌
、

さ
ら
に
は
式
部

の
歌

の
特
色

に
通
ず

る
の
で
あ

る
。

懸
命

の
努
力
も
む
な
し
く
、
女

は

つ
い
に
宮
と
同
じ
世
界

に
立

て

な

か

っ

た
。
結
局
、
女

の

「
な
が

め
」
も
、
た

っ
た

ひ
と
り

の

「
な
が

め
」

に
過
ぎ
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。

之
こ
に
お
い
て

『
蜻
蛉
日
記
』

に
お
け

る

「
な
が

め
」
と

一
致

し
た
わ
け

で
あ

る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
そ

の
結
果

で
は
な

い
。
そ

こ
に

至
る
ま
で
の
過
程
が
重
要
な

の
で
あ

る
。
今

ま
で
述
べ
て
き
た

こ
と
か
ら
明

ら

か
な

よ
う

に
、
両
者

の
そ
の
過
程

は
ま
る
で
異
な

っ
て

い
る
。
繰

り
返

す
之
、

『
蜻
蛉
日
記
』

、
に
お
い
て
は
、
、
女
性

の
方
か
ら
男
性

に
近
づ

こ
う

と
す

る
意
志

の
表
出

は
、

ま

っ
た
く
と
言

っ
て
よ

い
程
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
む
し

ろ
男
監
側

が
自
分

に
近
づ

い
て
来
る

の
を
待

っ
て
い
た
、
と
す

る
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ

に
ひ
き
か
、兄

『
和
泉
式
部

日
記
』

に
お
い
て
は
、
常

に
女
性
が
男
性

に
近
づ

こ
う
と
、
男
性

と
同

じ
世
界

に
立

と
う
と
必
死

に
な

っ
て
い
た
。

こ
の

過
程

こ
そ
が
肝

心
な
の
で
あ

る
。
終
局
的

に
は
裏
切

ら
れ
て
近
づ

い
て
来
て
は

く
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
あ
る

い
は
同

じ
世
界

に
立

て
な

か

?
た

と

し

て

も
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
結
果

で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

『
和
泉
式
部

日
記
』
は
、

「
な
が

め
」

の
甲
斐
も
な
く
宮
と
同
じ
世
界
に
立

つ
こ
と

の
で
き

な
か

っ
た
女

の
は
か
な
さ
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
が
我

々
に

訴

え
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
女

の
、
宮
と
同
じ
世
界
ー

男

と
女

の
愛

の
世

界
1

に
立
と
う
と
す
る
姿
勢

そ
の
も

の
な

の
で
あ
る
Q

〈
注
>

1

本
論
文

の
引
用
本

文
は
、
『日
本
古
典

文
学
全
集
』

(小
学
館
刊
)

に
よ
る
。
引
用

本
文
宋
尾

の
数

字
は
。へ
ー
ジ
数
を
表

わ
す
。

2

円
地

文
子

.
鈴
木

一
雄

『全
講
和
泉
式
部

日
記

・
増
補
版
』

(昭
和
五
十
三
年
五

月
三
十
日
、
至
文
堂
刊
)
、
蹴
ぺ
。

3

『文
学

.
語
学
』

(第
七
十
入
号

、

一
九
七
七
年
六
月
)
掲
載

の

「和
泉
式
部

日
記

の
主
題
ー

『手
習
文
』
を
中
心
に
i

」
、
88
ぺ
。

♪
〈
付
記
〉

本
論

は
、

昭
和

五
十
五
年
度
卒
業
論
文

〈
「
な
が

め
」

か

ら

見
た

『
和
泉
式

部

日
記
』
1

『
蜻
蛉
日
記
』

と
比
較
し

て
ー

〉

の
う
ち
、
第

二
章

「
『
蜻

蛉
日
記
険
と

の
比
較
」

を
中
心

に
ま
と
め
た
も

の
で
あ

る
。
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