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︱
︱
道
綱
母
を
中
心
に
︱
︱

河

村

裕

美

は
じ
め
に

先
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
八
代
集
を
中
心
に
﹁
夜
離
れ
﹂
に
つ
い
て
考
察

を
行
っ
た(1

)
︒
そ
の
中
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
は
﹁
愛

さ
れ
る
が
ゆ
え
の
夜
離
れ
﹂
と
い
う
特
殊
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

の
に
対
し
︑
八
代
集
に
お
い
て
は
同
じ
﹁
夜
離
れ
﹂
で
あ
っ
て
も
︑
詞
書

と
和
歌
︑
作
者
が
女
か
男
か
で
﹁
夜
離
れ
﹂
に
込
め
る
想
い
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
ど
の
作
品
を
資
料
と
し
て
分
析
す
る
か
に
よ
っ
て
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
は
意
味
を
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
道

綱
母
の
受
け
た
﹁
夜
離
れ
﹂
に
つ
い
て
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
﹁
夜
離

れ
﹂
と
同
様
離
婚
語
と
さ
れ
て
い
た
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
加
え
て
︑﹃
蜻
蛉

日
記
﹄
と
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
を
比
較
検
討
し
た
い
︒

一
章
︑
『蜻
蛉
日
記
﹄
と
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書

の
比
較

前
稿
で
は
︑
紫
の
上
の
﹁
夜
離
れ
﹂
の
悲
し
み
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の

道
綱
母
を
継
承
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
は
﹁
夜
離
れ
﹂
ば
か
り
か
﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
い
う
表
現

さ
え
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
中
で
詠
ま
れ

て
い
る
道
綱
母
の
和
歌
が
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
撰
入
さ
れ
て
お
り
︑
し

か
も
そ
の
和
歌
の
詞
書
に
は
﹁
夜
離
れ
﹂
が
二
例
︑﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
一

例
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

『後
拾
遺
和
歌
集
﹄
が
直
接
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
撰
集
資
料
と
し
て
い
る

と
す
る
と
︑
撰
者
は
日
記
中
の
道
綱
母
と
兼
家
の
夫
婦
関
係
を
﹁
夜
離

一
一
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れ
﹂
状
態
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
と
す
れ
ば
逆
に
道
綱
母
は
︑

意
図
的
に
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
日
記
に
用
い
な
か
っ
た
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
︒
そ
こ
で
道
綱
母
の
心
理
を
︑
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
を
中

心
と
し
た
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た

い
︒問

題
の
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
三
例
と
は
︑

入
道
摂
政
九
月
ば
か
り
の
こ
と
に
や
よ
が
れ
し
て
は
べ
り
け
る

つ
と
め
て
ふ
み
お
こ
せ
て
は
べ
り
け
る
か
へ
り
に
つ
か
は
し
け

る

大
納
言
道
綱
母

1

き
え
か
へ
り
つ
ゆ
も
ま
だ
ひ
ぬ
そ
で
の
う
へ
に
け
さ
は
し
ぐ
る
る

そ
ら
も
わ
り
な
し

(恋
二
・
七
〇
〇
番
)

入
道
摂
政
よ
が
れ
が
ち
に
な
り
は
べ
り
け
る
こ
ろ
︑
く
れ
に
は

な
ど
い
ひ
お
こ
せ
て
は
べ
り
け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

大
納
言
道
綱
母

2

か
し
は
ぎ
の
も
り
の
し
た
く
さ
く
れ
ご
と
に
な
ほ
た
の
め
と
や
も

る
を
み
る
み
る

(雑
二
・
九
〇
三
番
)

入
道
摂
政
か
れ
が
れ
に
て
さ
す
が
に
か
よ
ひ
侍
け
る
こ
ろ
帳
の

は
し
ら
に
小
弓
の
箭
を
む
す
び
つ
け
た
り
け
る
を
ほ
か
に
て
と

り
に
お
こ
せ
て
は
べ
り
け
れ
ば
つ
か
は
す
と
て
よ
め
る

大
納
言
道
綱
母

3

お
も
ひ
い
づ
る
こ
と
も
あ
ら
じ
と
み
え
つ
れ
ど
や
と
い
ふ
に
こ
そ

お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ

(雑
六
・
一
二
一
五
番
)

で
あ
る
︒
こ
の
三
例
を
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る(2

)
︒

4

つ
ご
も
り
が
た
に
︑
し
き
り
て
二
夜
ば
か
り
見
え
ぬ
ほ
ど
︑
文
ば

か
り
あ
る
返
り
ご
と
に
︑

消
え
か
へ
り
露
も
ま
だ
干
ぬ
袖
の
う
へ
に
今
朝
は
し
ぐ
る
る
空

も
わ
り
な
し

と
て
︑
返
り
ご
と
書
き
あ
へ
ぬ
ほ
ど
に
見
え
た
り
︒

(
上
巻
・
天
暦
八
年

秋
～
九
月

九
五
頁
)

5

ま
た
︑
ほ
ど
経
て
︑
見
え
お
こ
た
る
ほ
ど
︑
雨
な
ど
降
り
た
る
日
︑

﹁
暮
に
来
む
﹂
な
ど
や
あ
り
け
む
︑

柏
木
の
森
の
下
草
く
れ
ご
と
に
な
ほ
た
の
め
と
や
も
る
を
見
る

見
る

返
り
ご
と
は
︑
み
づ
か
ら
来
て
紛
ら
は
し
つ
︒

(
上
巻
・
天
暦
八
年

秋
～
九
月

九
五
頁
)

6

隣
さ
か
し
ら
す
る
ま
で
ふ
す
べ
か
は
し
て
︑
こ
の
ご
ろ
は
こ
と
と

久
し
う
見
え
ず
︒
た
だ
な
り
し
を
り
は
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
し
を
︑
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か
く
心
あ
く
が
れ
て
︑
い
か
な
る
も
の
と
︑
そ
こ
に
う
ち
置
き
た

る
も
の
も
見
え
ぬ
く
せ
な
む
あ
り
け
る
︒
か
く
て
や
み
ぬ
ら
む
︑

そ
の
も
の
と
思
ひ
出
づ
べ
き
た
よ
り
だ
に
な
く
ぞ
あ
り
け
る
か
し
︑

と
思
ふ
に
︑
十
日
ば
か
り
あ
り
て
︑
文
あ
り
︒
な
に
く
れ
と
い
ひ

て
︑﹁
帳
の
柱
に
結
ひ
つ
け
た
り
し
小
弓
の
矢
取
り
て
﹂
と
あ
れ

ば
︑
こ
れ
ぞ
あ
り
け
る
か
し
と
思
ひ
て
︑
解
き
お
ろ
し
て
︑

思
ひ
出
づ
る
と
き
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ど
も
や
と
い
ふ
に
こ
そ
驚

か
れ
ぬ
れ(上

巻
・
天
暦
十
年
七
月
～
九
月

一
〇
五
-一
〇
六
頁
)

な
お
﹃
傅
大
納
言
道
綱
母
集
﹄
は
︑
原
則
と
し
て
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
和
歌
を
集
め
て
い
る
た
め
︑
当
然
こ
れ
ら
の
和
歌
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
て
道
綱
母
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂

の
用
例
は
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
一
五
例
中
三
例
で
あ

る
が
︑﹁
夜
離
れ
﹂
に
関
し
て
は
四
例
中
二
例
を
占
め
て
い
る
︒
こ
こ
か

ら
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
お
け
る
道
綱
母
は
︑
最
も
﹁
夜
離
れ
﹂
を
受
け

た
女
性
と
し
て
撰
者
か
ら
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

『蜻
蛉
日
記
﹄
の
用
例
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
緊
迫
感
の
違
い
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒
用
例
4
は
兼
家
の
訪
れ
を
﹁
し
き
り
て
﹂
と
表
現
し
て
い
る

の
に
対
し
︑
用
例
5
は
﹁
見
え
お
こ
た
る
ほ
ど
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
用
例

6
は
﹁
こ
の
ご
ろ
は
こ
と
と
久
し
う
見
え
ず
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
用
例
4

の
方
が
用
例
5
に
比
べ
︑﹁
夜
離
れ
﹂
の
期
間
は
短
い
に
も
関
わ
ら
ず
︑

そ
の
緊
迫
感
は
増
し
て
い
る
︒
通
常
﹁
夜
離
れ
﹂
は
二
夜
で
は
﹁
夜
離

れ
﹂
と
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
︑
当
時
道
綱
母
と
兼
家
は
新

婚
で
あ
っ
た
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
も
︑
明
石
の
君
や
玉
蔓
な
ど
新

婚
当
初
に
会
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
数
夜
は
﹁
夜
離
れ
﹂
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
で
あ
る
︒

用
例
6
に
な
る
と
︑﹁
か
く
心
あ
く
が
れ
て
︑
い
か
な
る
も
の
と
︑
そ

こ
に
う
ち
置
き
た
る
も
の
も
見
え
ぬ
く
せ
な
む
あ
り
け
る
︒
か
く
て
や

み
ぬ
ら
む
﹂
と
さ
ら
に
緊
迫
感
は
増
し
て
い
る
︒
こ
の
件
に
関
し
て
岡
一

男
氏
は
︑
﹃
道
綱
母
︱
︱
蜻
蛉
日
記
芸
術
攷
﹄
(有
精
堂
出
版
)

の
中
で

﹁
そ
の
頃
︑
彼
女
は
例
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
失
明
症
に
襲
わ
れ
︑
そ
こ
ら
辺
に

一
寸
置
い
た
物
も
見
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
︒
﹂
(九
一
頁
)

と
述
べ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
︒
こ
の
説
に
関
し
て
は
否
定
的
な
見
解
が
あ
る
も
の
の
︑
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
道
綱
母
が
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
嘆
い
て
い
る
と

見
た
い
︒
ま
た
﹁
か
く
て
や
み
ぬ
ら
む
﹂
と
道
綱
母
が
想
っ
て
い
る
こ
と

も
︑
緊
迫
感
が
増
す
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
用
例
か
ら
た
だ

ち
に
離
婚
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
道
綱
母
が
用
例
4
・

5
に
比
べ
︑
悲
し
み
を
露
わ
に
し
て
い
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
︒
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前
稿
で
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
と
は
男
へ
の
﹁
期
待
﹂
が
前
提
と
な
っ
て
起

こ
る
表
現
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
本
稿
で
も
﹁
く
れ
に
は
﹂
と
い
う
言
葉
と
︑

結
婚
当
初
と
い
う
状
況
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
誘
発
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
し
て
こ
う
い
っ
た
兼
家
へ
の
﹁
期
待
﹂
が
︑
道
綱
母
の
悲
し
み
の
根
底

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
﹁
期
待
﹂
も
兼
家
か
ら
の
愛
情
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
男
か
ら
の
愛
情
が
女
の
﹁
期
待
﹂
を
呼
び
︑
皮

肉
な
こ
と
に
そ
の
﹁
期
待
﹂
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
︒

そ
の
こ
と
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
上
巻
︑
し
か
も
結
婚
か
ら
時
間
が
比
較
的

経
っ
て
い
な
い
時
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
み
が
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞

書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

次
に
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
三
例
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た

い
︒
こ
の
三
例
は
道
綱
母
の
嘆
き
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑﹁
夜
離
れ
﹂

と
﹁
か
れ
が
れ
﹂
に
は
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
地
の
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
そ
の

違
い
が
明
ら
か
に
な
る
︒﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離

れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
二
例
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
で
は
︑﹁
返
り
ご
と
書
き
あ

へ
ぬ
ほ
ど
に
見
え
た
り
﹂
や
﹁
返
り
ご
と
は
︑
み
づ
か
ら
来
て
紛
ら
は
し

つ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
す
ぐ
兼
家
が
道
綱
母
の
元
に
通
っ
て
来
て

お
り
︑﹁
歌
徳
説
話
的
構
成
﹂
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
対
し

て
﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
︑
そ
の
後
す
ぐ
に
兼
家
が
通
っ
て
来
た
と
い
う
記
述

は
な
く
︑
道
綱
母
は
和
歌
で
愛
情
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
︒
や
は
り
﹁
夜
離
れ
﹂
は
︑
愛
情
が
前
提
に
あ
る
表
現
な
の

で
あ
る
︒

で
は
な
ぜ
道
綱
母
は
︑
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や

そ
の
他
の
和
歌
で
使
用
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
﹁
夜
離
れ
﹂
の
初
出

は
﹃
万
葉
集
﹄
で
あ
る
た
め(
3
)
︑
道
綱
母
は
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を

用
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
ま
し
て
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
は

﹁
夜
離
れ
﹂
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
作
品
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

特
に
﹁
夜
離
れ
﹂
は
愛
情
が
前
提
に
あ
る
表
現
で
あ
る
た
め
︑
道
綱
母
が

用
い
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
は
ず
だ
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
道
綱
母

が
積
極
的
に
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
た
い
︒

そ
の
理
由
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
が
そ
れ
を
受
け
て
い
る
当
事
者
は
使
わ
な

い
表
現
と
い
う
こ
と
に
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
夜

離
れ
﹂
が
会
話
文
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
︒
ま
た
勅
撰
和
歌
集
は
第
三
者
が
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
が
他
の
物
語
と
比
べ
て
︑
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
納
得

が
い
く
︒
つ
ま
り
﹁
夜
離
れ
﹂
は
客
観
的
表
現
で
あ
り
︑
主
観
的
表
現
で
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は
な
い
た
め
︑
道
綱
母
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い

な
か
っ
た
と
考
え
た
い
︒

も
し
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂
と
﹁
か
れ
が
れ
﹂
を

辞
書
的
意
味
だ
け
で
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
道
綱
母
の
切
な
る
願
い
を

感
じ
取
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
︒
道
綱
母
の
嘆
き
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂

﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
い
っ
た
表
現
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
感
情
で
は

な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
道
綱
母
の
悲
し
み
は
︑
紫
の
上
の

精
神
状
況
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
﹃
後
拾
遺
和
歌

集
﹄
の
撰
者
は
︑
そ
の
よ
う
な
道
綱
母
の
状
態
を
単
純
に
﹁
夜
離
れ
﹂

﹁
か
れ
が
れ
﹂
と
解
釈
し
た
︒
ど
う
や
ら
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
と
﹃
後
拾
遺
和

歌
集
﹄
に
は
︑
兼
家
が
通
っ
て
来
な
い
と
い
っ
た
状
況
の
解
釈
に
大
き
な

ズ
レ
が
あ
る
よ
う
だ
︒

二
章
︑
兼
家
が
通
っ
て
来
な
い
と
き
に
用
い
ら
れ
る
表
現

︱
︱
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
を
例
に
し
て
︱
︱

前
章
で
は
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書
と
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
地
の
文

の
比
較
を
通
し
て
︑
道
綱
母
に
お
け
る
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
検

討
を
行
っ
た
︒
本
章
で
は
︑
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂

﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
兼
家
が
通
っ
て
来
な
い

と
き
に
用
い
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
︒

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
言
葉
と
状
況
の
ど
ち
ら
か

の
面
で
︑
男
が
女
に
﹁
期
待
﹂
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で

あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
期
待
﹂
な
く
し
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
成
立
し
な
い
︒

こ
れ
に
関
連
し
て
︑
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も

の
の
︑
兼
家
が
通
っ
て
来
な
い
と
き
に
使
わ
れ
る
表
現
と
し
て
︑
﹃
新
古

今
和
歌
集
﹄
(恋
四
・
一
二
三
九
番
)

の
︑

入
道
摂
政
︑
ひ
さ
し
く
ま
う
で
こ
ざ
り
け
る
こ
ろ
︑
び
ん
か
き

て
い
で
侍
り
け
る
ゆ
す
る
つ
き
の
水
︑
い
れ
な
が
ら
侍
り
け
る

を
み
て

右
大
将
道
綱
母

7

た
え
ぬ
る
か
か
げ
だ
に
見
え
ば
と
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
水
は
み
く

さ
ゐ
に
け
り

が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
夜
離
れ
﹂
を
詞
書
に
用
い
て
な
い
が
︑﹁
ひ

さ
し
く
ま
う
で
こ
ざ
り
け
る
こ
ろ
﹂
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
﹁
五
六
日
ば

か
り
に
な
り
ぬ
る
に
︑
音
も
せ
ず
︒﹂
(
上
巻
・
康
保
三
年
八
月
～
九
月

一
四
八
頁
-一
四
九
頁
)

と
い
う
表
現
と
対
応
し
て
い
る
︒

こ
の
和
歌
は
︑
通
っ
て
来
な
い
兼
家
を
想
っ
て
詠
ん
だ
独
詠
歌
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
結
婚
当
初
と
い
う
状
況
で
な
く
︑
兼
家
は
道
綱
母
の
元
へ
今
夜

通
う
と
も
言
っ
て
い
な
い
︒
し
か
も
﹁
は
か
な
き
こ
と
言
ひ
言
ひ
の
は
て
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に
︑
わ
れ
も
人
悪
し
う
言
ひ
な
り
て
︑
う
ち
怨
じ
て
出
づ
る
に
な
り
ぬ
︒﹂

(上
巻
・
康
保
三
年
八
月
～
九
月
一
四
八
頁
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の

時
兼
家
と
道
綱
母
は
口
論
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
た
め
兼
家

は
︑
道
綱
母
に
言
葉
・
状
況
の
両
面
で
何
の
﹁
期
待
﹂
も
さ
せ
て
い
な
い
︒

そ
の
た
め
用
例
7
の
詞
書
に
お
い
て
︑
撰
者
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
と
記
し
て

い
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒

次
に
﹃
続
千
載
和
歌
集
﹄
(恋
三
・
一
三
一
九
番
)

の
︑

夜
も
す
が
ら
人
を
待
ち
わ
び
て

右
近
大
将
道
綱
母

8

し
ら
せ
ば
や
つ
が
は
ぬ
を
し
の
う
き
ぬ
な
は
い
か
な
る
せ
ぜ
に
み

だ
れ
ゆ
く
ら
む

だ
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
離
れ
る
﹂
や
﹁
別
れ
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
は
な
く
︑

﹁
夜
も
す
が
ら
人
を
待
ち
わ
び
て
﹂
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
道
綱

母
は
一
晩
中
兼
家
を
待
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
は
兼
家
が
通
っ
て
来

な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
︒
な
お
こ
の
和
歌
は
︑

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
と
い
っ
た
撰
歌
資
料
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
ゆ
え

に
用
例
8
が
贈
答
歌
な
の
か
︑
独
詠
歌
な
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
し
か
し
詞
書
と
詠
み
人
か
ら
︑
こ
れ
は
代
詠
歌
で
は
な
く
道
綱
母

が
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
し
て
﹃
玉
葉
和
歌
集
﹄
(恋
歌
四
・
一
六
〇
三
番
)

の
︑

む
月
の
十
日
あ
ま
り
︑
か
す
み
わ
た
れ
る
山
の
方
を
見
い
だ
し

て
︑
秋
よ
り
た
え
に
し
人
の
は
か
な
く
て
春
に
も
な
り
ぬ
か
し
︑

と
お
も
ひ
つ
づ
け
て

前
右
近
大
将
道
綱
母

9

も
ろ
ご
ゑ
に
な
く
べ
き
も
の
を
鶯
は
む
つ
き
と
も
ま
だ
し
ら
ず
や

あ
る
ら
ん

で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
︑

10

八
月
よ
り
絶
え
に
し
人
︑
は
か
な
く
て
正
月
に
ぞ
な
り
ぬ
る
か
し

と
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
︑
涙
ぞ
さ
く
り
も
よ
よ
に
こ
ぼ
る
る
︒
さ
て
︑

も
ろ
声
に
鳴
く
べ
き
も
の
を
鶯
は
正
月
と
も
ま
だ
知
ら
ず
や
あ

る
ら
む

と
お
ぼ
え
た
り
︒

(下
巻
・
天
延
二
年
一
月

三
二
二
頁
)

に
同
じ
和
歌
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
時
道
綱
母
の
元
に
兼
家
が
通
っ
て
き
て

お
ら
ず
︑
ま
た
鶯
も
鳴
い
て
い
な
い
た
め
︑
道
綱
母
が
一
人
嘆
き
悲
し
ん

で
詠
ん
だ
和
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る(
4
)

︒
こ
こ
で
は
正
月
に
な
っ
て
も
鳴
か

な
い
鶯
を
︑
正
月
に
な
っ
て
も
訪
れ
な
い
兼
家
に
た
と
え
て
い
る
︒﹃
源

氏
物
語
﹄
で
も
︑

い
か
な
れ
ば
花
に
木
づ
た
ふ
鶯
の
桜
を
わ
き
て
ね
ぐ
ら
と
は
せ

ぬ
花
の
鳥
の
︑
桜
ひ
と
つ
に
と
ま
ら
ぬ
心
よ
︒
あ
や
し
と
お
ぼ
ゆ
る
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こ
と
ぞ
か
し
︒

(若
菜
上
巻

一
四
六
頁
)

と
い
う
柏
木
の
台
詞
が
あ
る
︒
こ
れ
は
女
三
宮
に
思
い
を
寄
せ
る
柏
木
が
︑

女
三
宮
の
元
に
通
わ
な
い
日
々
が
続
く
源
氏
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い

る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
和
歌
に
関
し
て
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
の

頭
注
で
は
︑﹁﹁
花
に
木
づ
た
ふ
鶯
﹂
は
︑
女
性
か
ら
女
性
へ
と
渡
り
歩
く

源
氏
︒﹁
桜
﹂
は
︑
女
三
宮
を
指
す
︒﹂
(若
菜
上
巻

一
四
六
頁
)

と
注
さ

れ
て
い
る
︒﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄

は
当
事
者
で
あ
る
道
綱
母
か
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
は
第
三
者
で
あ
る
柏
木

か
ら
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
ど
ち
ら
も
女
の
元
に
通
っ
て
来
な
い

男
を
鶯
に
た
と
え
て
い
る
︒﹁
夜
離
れ
﹂
を
す
る
男
と
い
う
点
で
︑
兼
家

か
ら
源
氏
へ
の
継
承
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

先
の
場
面
は
結
婚
一
八
年
目
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
下
巻
の
物
語
終
盤
の
記

述
で
あ
る
︒
結
婚
当
初
は
用
例
4
の
よ
う
に
︑
二
夜
兼
家
が
姿
を
見
せ
な

か
っ
た
だ
け
で
嘆
い
て
い
た
道
綱
母
で
あ
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
兼
家
が

五
ヶ

月
も
通
っ
て
来
て
い
な
い
︒
ま
た
兼
家
の
訪
れ
が
絶
え
る
直
前
︑
道

綱
母
は
兼
家
に
連
絡
も
し
な
い
で
引
っ
越
し
て
い
た
︒
そ
の
時
の
様
子
が
︑

山
近
う
︑
河
原
片
か
け
た
る
と
こ
ろ
に
︑
水
は
心
の
ほ
し
き
に
入
り

た
れ
ば
︑
い
と
あ
は
れ
な
る
住
ま
ひ
と
お
ぼ
ゆ
︒
二
三
日
に
な
り
ぬ

れ
ど
知
り
げ
も
な
し
︒
五
六
日
ば
か
り
︑﹁
さ
り
け
る
を
告
げ
ざ
り

け
る
﹂
と
ば
か
り
あ
り
︒
返
り
ご
と
に
︑
﹁
さ
な
む
と
は
告
げ
き
こ

ゆ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
︑
便
な
き
と
こ
ろ
に
︑
は
た
か
た
う
お
ぼ
え

し
か
ば
な
む
︒
見
た
ま
ひ
な
れ
に
し
と
こ
ろ
に
て
︑
い
ま
ひ
と
た
び

聞
こ
ゆ
べ
く
は
思
ひ
し
﹂
な
ど
︑
絶
え
た
る
さ
ま
に
も
の
し
つ
︒

﹁
さ
も
こ
そ
は
あ
ら
め
︒
便
な
か
れ
ば
な
む
﹂
と
て
︑
あ
と
を
た
ち

た
り
︒

(
下
巻
・
天
延
元
年
六
月
～
九
月

三
一
六
-三
一
七
頁
)

で
あ
る
︒
道
綱
母
も
﹁
絶
え
た
る
さ
ま
﹂
に
文
を
兼
家
に
送
り
︑
兼
家
も

そ
れ
を
境
に
道
綱
母
の
元
を
訪
れ
て
い
な
い
︒
こ
れ
以
前
か
ら
兼
家
は
道

綱
母
の
元
に
通
う
こ
と
が
遠
の
い
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
上
巻
か
ら
下
巻

に
か
け
て
︑
道
綱
母
・
兼
家
双
方
の
行
動
に
変
化
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

上
巻
で
の
兼
家
な
ら
ば
︑
道
綱
母
が
兼
家
に
無
断
で
引
っ
越
し
た
り
︑
こ

の
よ
う
な
文
を
送
っ
た
り
し
た
と
し
た
ら
︑
す
ぐ
さ
ま
道
綱
母
の
元
に

通
っ
て
来
て
い
た
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
こ
こ
で
も
兼
家
は

道
綱
母
に
言
葉
・
状
況
両
面
で
何
の
﹁
期
待
﹂
も
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
︑
用
例
9
で
﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
︒

以
上
の
考
察
か
ら
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
は
言
葉
・
状
況
の
ど
ち
ら
か
の
面
で

男
が
女
に
﹁
期
待
﹂
を
さ
せ
な
け
れ
ば
用
い
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
︒
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
の
み
を
考
察
す
る
だ
け
で
は
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
の
持
つ
本
来
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹃
蜻
蛉
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日
記
﹄
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑﹁
夜
離
れ
﹂
ゆ
え
に
起
こ
る
悲
し

み
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
︒
次
章
で
は
︑
以
上
の
考
察
を
基
に
道

綱
母
の
心
理
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
︒

三
章
︑
『蜻
蛉
日
記
﹄
心
理
考

︱
︱
道
綱
母
の
切
な
る
願
い
︱
︱

一
章
・
二
章
で
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
中
心
と
し
て
兼
家
が

通
っ
て
来
な
い
時
に
用
い
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
︒
本
章

で
は
そ
れ
ら
の
表
現
を
通
し
て
︑
道
綱
母
の
心
理
と
人
物
造
型
に
つ
い
て

論
じ
た
い
︒

『蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い
て
道
綱
母
の
心
理
が
最
も
表
れ
て
い
る
表
現
は
︑

﹁
三
十
日
三
十
夜
は
わ
が
も
と
に
﹂
(中
巻
・
安
和
二
年
一
月
一
六
九
頁
)

で
あ
る
︒
こ
れ
も
前
稿
で
述
べ
た
通
り
︑
夫
の
愛
情
の
独
占
を
願
う
道
綱

母
を
︑
紫
の
上
は
継
承
し
て
い
る
︒
紫
の
上
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
﹁
夜
離

れ
﹂
に
対
す
る
想
い
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
が
︑
で
は
道
綱
母
は
そ
の
想

い
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

道
綱
母
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
多
く
見
ら
れ
る
︒
そ
の
一
人
で
あ
る

浅
間
明
美
氏
は
﹁
道
綱
母
の
悲
愁

︱
︱
『蜻
蛉
日
記
﹄
を
通
し
て
︱
︱(5

)
﹂

の
中
で
︑

美
貌
と
文
学
的
天
分
と
︑
豊
か
な
知
性
と
を
持
っ
た
道
綱
母
は
︑
十

分
兼
家
の
愛
を
得
て
お
り
︑
結
婚
後
何
年
間
か
は
正
妻
の
座
に
就
く

可
能
性
を
有
し
て
い
た
︒
作
品
の
上
で
の
判
断
だ
が
︑
時
姫
よ
り
は
︑

兼
家
は
作
者
の
方
を
よ
り
愛
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
安
和
元

年
の
初
瀬
詣
で
に
約
束
を
違
え
て
い
る
作
者
を
わ
ざ
わ
ざ
宇
治
ま
で

迎
え
に
出
て
い
る
こ
と
や
︑
康
保
三
年
作
者
の
家
で
兼
家
が
病
気
に

な
り
︑
自
邸
に
漸
く
帰
る
が
︑
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
自
邸
へ
の

招
き
を
し
た
こ
と
や
︑
天
禄
二
年
の
作
者
の
鳴
滝
籠
り
の
折
の
︑
兼

家
の
言
動
や
︑
そ
の
直
後
の
兼
家
の
荒
ん
だ
行
動
の
一
部
を
見
て
も
︑

作
者
へ
の
愛
情
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
︒

(二
四
-二
五
頁
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
﹁
夜
離
れ
﹂
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
兼
家
は
︑
道

綱
母
に
き
ち
ん
と
ケ
ア
を
し
て
い
る
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
な
る
ほ
ど
上
巻

と
下
巻
で
兼
家
の
道
綱
母
に
対
す
る
対
応
の
差
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
兼

家
は
自
身
が
で
き
る
精
一
杯
の
ケ
ア
を
道
綱
母
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
︒
こ
こ
か
ら
源
氏
と
紫
の
上
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
﹃
蜻
蛉
日

記
﹄
か
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
夜
離
れ
﹂
の
継
承
は
︑
道
綱
母
か
ら
紫
の

上
だ
け
で
は
な
く
︑
や
は
り
兼
家
か
ら
源
氏
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る

と
考
え
た
い
︒

兼
家
と
源
氏
︑
ど
ち
ら
の
身
分
を
考
え
て
も
﹁
夜
離
れ
﹂
が
起
こ
る
こ

｢夜
離
れ
﹂﹁
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れ
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れ
﹂
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と
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
あ
り
︑﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
で
あ
る
平
安
朝
で
は
︑

女
は
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(6

)
︒
し
か
し
道
綱
母
も
紫
の
上
も

納
得
で
き
ず
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
嘆
き
悲
し
む
の
で
あ
る
が
︑
事
態
は
そ
れ

ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
本
来
﹁
夜
離
れ
﹂
と
は
愛
さ
れ

る
が
ゆ
え
に
浮
上
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
︒
道
綱
母
も
紫
の
上
も
男
か

ら
愛
さ
れ
た
時
期
・
体
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
夜
離
れ
﹂
が
起
こ
る
状

況
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

も
し
愛
さ
れ
な
い
︑
乃
至
は
愛
情
の
深
さ
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況

が
常
で
あ
れ
ば
︑
男
が
通
っ
て
来
た
と
き
に
は
そ
の
来
訪
を
喜
び
︑﹁
夜

離
れ
﹂
を
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
︒
そ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑

末
摘
花
や
花
散
里
に
﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
愛
情
を
独
占
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
男
が
通
っ
て

来
な
く
な
る
と
そ
れ
を
悲
し
み
苦
し
み
嘆
く
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
考

え
る
と
︑﹁
夜
離
れ
﹂
が
限
定
使
用
さ
れ
た
意
味
も
︑
そ
れ
を
嘆
く
女
と

嘆
か
な
い
女
に
二
分
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
も
説
明
は
つ
く
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
夜
離
れ
﹂
は
意
識
す
る
こ
と
で
問
題
に
な
る
表
現
な
の
で
あ
る
︒
そ
の

意
識
は
︑
男
か
ら
の
愛
情
が
か
つ
て
ど
れ
ほ
ど
注
が
れ
て
い
た
か
に
依
る

も
の
で
あ
っ
た
︒

次
に
道
綱
母
が
﹁
夜
離
れ
﹂
を
通
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
兼
家
へ
の
想
い

を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
前
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
︑
紫
の
上
は
﹁
戯
れ
に
く
く
﹂
(
朝
顔
巻

四
八
八
頁
)

か
ら
﹁
つ
れ

づ
れ
な
る
﹂
(若
菜
下
巻

一
七
八
頁
)

へ
と
そ
の
想
い
を
変
化
さ
せ
て
い

た
︒
そ
こ
で
は
紫
の
上
の
源
氏
に
対
す
る
諦
め
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑

で
は
道
綱
母
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

『蜻
蛉
日
記
﹄
上
巻
で
は
︑
道
綱
母
と
兼
家
は
三
〇
回
近
く
和
歌
を
詠

み
合
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
中
巻
・
下
巻
で
は
わ
ず
か
二
回
と
激
減
し
て

い
る
︒
中
巻
の
初
め
に
﹁
三
十
日
三
十
夜
は
わ
が
も
と
に
﹂
と
述
べ
て
い

た
道
綱
母
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
兼
家
と
の
和
歌
の
贈
答
回
数
の
激
減

か
ら
︑
道
綱
母
の
想
い
の
変
化
が
見
て
取
れ
る
︒
そ
し
て
︑

い
か
な
る
に
か
あ
り
け
む
︑
こ
の
ご
ろ
の
日
︑
照
り
み
曇
り
み
︑
い

と
春
寒
き
年
と
お
ぼ
え
た
り
︒
夜
は
月
明
し
︒
十
二
日
︑
雪
︑
こ
ち

風
に
た
ぐ
ひ
て
︑
散
り
ま
が
ふ
︒
午
時
ば
か
り
よ
り
雨
に
な
り
て
︑

し
づ
か
に
降
り
暮
ら
す
に
し
た
が
ひ
て
︑
世
の
中
あ
は
れ
げ
な
り
︒

今
日
ま
で
お
と
な
き
人
も
︑
思
ひ
し
に
た
が
は
ぬ
こ
こ
ち
す
る
を
︑

京
よ
り
四
日
︑
か
の
物
忌
に
や
あ
ら
む
と
思
ふ
に
ぞ
︑
す
こ
し
の
ど

め
た
る
︒

(下
巻
・
天
禄
三
年
二
月

二
七
六
頁
-
二
七
七
頁
)

と
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
こ
こ
で
は
︑
道
綱
母
が
天
候
に
寄
せ
て
︑

世
の
中
の
﹁
あ
は
れ
さ
﹂
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
道
綱
母
は
兼
家
が
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通
っ
て
来
な
い
こ
と
を
︑
物
忌
を
理
由
に
﹁
す
こ
し
の
ど
め
た
る
﹂
と
い

う
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
︒
こ
の
時
点
で
は
物
忌
と

い
っ
た
理
由
が
な
い
と
︑
兼
家
が
通
っ
て
来
な
い
こ
と
に
納
得
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
結
婚
当
初
の
道
綱
母
は
︑
兼
家
が
通
っ

て
来
な
い
こ
と
に
対
し
て
理
由
を
付
け
︑
自
分
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
は
し

て
い
な
か
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
道
綱
母
が
兼
家
と
の
結
婚
生
活
を
通
し
て
︑

﹁
夜
離
れ
﹂
へ
の
想
い
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
読
み
取
り
た
い
︒

加
え
て
結
婚
当
初
は
︑
訪
れ
の
な
い
兼
家
を
責
め
て
い
た
道
綱
母
で

あ
っ
た
が
︑
時
が
経
つ
に
つ
れ
︑﹁
世
の
中
あ
は
れ
げ
な
り
﹂
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
こ
に
道
綱
母
か
ら
の
兼
家
に
対
す
る

諦
め
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
道
綱
母
の
﹁
夜
離
れ
﹂
を
︑
紫
の
上

は
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
夜
離
れ
﹂
の
問
題
は
︑
男
が
別
の
女
の
元
に
通
う
点
に

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
道
綱
母
の
場
合
も
同
様
で
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
﹁
忌
の

と
こ
ろ
に
な
む
︑
夜
ご
と
に
︑
と
告
ぐ
る
人
あ
れ
ば
︑
心
や
す
ら
か
で
あ

り
経
る
に
﹂
(中
巻
・
天
禄
二
年
十
一
月
～
十
二
月

二
六
八
頁
)

と
あ
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
忌
﹂
と
は
愛
人
の
近
江
を
指

し
て
お
り
︑
道
綱
母
は
近
江
を
忌
み
嫌
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
他
の

女
︑
そ
れ
が
嫌
い
な
女
で
あ
れ
ば
道
綱
母
の
怒
り
や
悲
し
み
は
計
り
知
れ

な
い
︒

以
上
の
点
か
ら
︑
道
綱
母
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
通
し
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂

を
一
度
も
用
い
て
い
な
い
も
の
の
︑
兼
家
と
の
関
係
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
こ
で
の
道
綱
母
は
紫
の
上
と
同
様
に

﹁
夜
離
れ
﹂
と
向
き
合
い
︑
そ
の
思
い
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
た

い
︒

ま
と
め

『蜻
蛉
日
記
﹄
を
資
料
と
し
︑﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討
を

行
っ
て
き
た
︒
道
綱
母
は
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
︑
最
も

﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
道
綱
母
自
身
は

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
や
自
身
の
詠
ん
だ
和
歌
で
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
を
一

例
も
用
い
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
詞
書
と
﹃
蜻

蛉
日
記
﹄
の
地
の
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
︑﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い

ら
れ
た
場
合
︑
﹁
歌
徳
説
話
的
構
成
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹁
か
れ

が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
和
歌
で
兼
家
の
愛
情
を
取
り
戻
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

『蜻
蛉
日
記
﹄
に
﹁
夜
離
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
関

し
て
は
︑
﹁
夜
離
れ
﹂
が
そ
れ
を
受
け
て
い
る
当
事
者
は
使
わ
な
い
表
現

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
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れ
﹂
の
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で
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
夜
離
れ
﹂

が
会
話
文
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
︑
第
三
者
が
記
述
し
た

も
の
で
あ
る
勅
撰
和
歌
集
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
客
観
的
表
現
で
あ
る
た
め
︑
道
綱
母
は

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い
て
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
は
﹁
夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
て

い
な
い
も
の
の
︑
兼
家
が
道
綱
母
の
元
に
通
っ
て
来
て
い
な
い
表
現
は
い

く
つ
か
見
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
も
前
稿
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
夜
離
れ
﹂
は
言

葉
・
状
況
ど
ち
ら
か
の
面
で
の
﹁
期
待
﹂
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
表
現

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

道
綱
母
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
い
て
一
例
も
﹁
夜
離
れ
﹂
を
用
い
て

い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
兼
家
と
の
関
係
は
﹁
夜
離
れ
﹂
状
態
で

あ
っ
た
︒
道
綱
母
は
切
な
る
願
い
を
持
ち
な
が
ら
﹁
夜
離
れ
﹂
と
向
き

合
っ
て
い
た
も
の
の
︑
長
年
﹁
夜
離
れ
﹂
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
で
︑

そ
の
思
い
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
道
綱
母
の
悲
し
み
は
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
紫
の
上
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
二
人
の
女
性
の

悲
し
み
は
︑﹁
夜
離
れ
﹂
を
通
し
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

〔注
︺

(1
)

河
村
裕
美
﹁
﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
夜
離
れ
﹂
考

︱
︱
紫
の
上
の
人
物
造
型

と
し
て
︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
22
・
二
〇
一
〇

年
六
月
︑
同
﹁﹁
夜
離
れ
﹂
の
再
検
討

︱
︱
八
代
集
を
中
心
に
︱
︱
﹂

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
24
・
二
〇
一
二
年
六
月

(2
)

本
論
文
の
用
例
は
︑
特
別
に
注
記
し
て
い
る
も
の
を
除
き
全
て
﹃
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
よ
り
引
用
す
る
︒
な
お
︑
必
要
に
応
じ
て
傍
線

等
を
施
し
た
︒

(3
)

注
(
1
)拙
稿
参
照
︒

(4
)

『新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
も
ろ
ご
ゑ
﹂
と
﹁
う
ぐ
ひ
す
﹂
が
と

も
に
詠
ま
れ
た
歌
は
三
首
し
か
な
い
︒
そ
の
う
ち
の
二
例
が
用
例
9
と

10
で
あ
る
︒
残
り
の
一
例
が
﹃
教
長
集
﹄
五
七
番
の
︑

讃
岐
院
御
時
︑
鶯
暁
囀
と
い
ふ
だ
い
に
て
よ
め
る

あ
け
ゆ
く
か
八
声
の
と
り
の
も
ろ
ご
ゑ
に
も
も
さ
へ
づ
り
の
う
ぐ

ひ
す
ぞ
な
く

で
あ
る
︒
な
お
安
永
美
保
氏
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
も
ろ
と
も
に
﹂
考

︱
︱
紫
の
上
へ
の
一
対
願
望
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(
同
志
社
女
子
大
学
日

本
語
日
本
文
学
22
・
二
〇
一
〇
年
六
月
)

に
よ
る
と
︑﹁
も
ろ
と
も
﹂

は
﹁
一
体
化
幻
想
﹂
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
も
ろ
ご
え
﹂
も

同
様
の
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
用
例
9
・
10
も
道
綱
母
は

兼
家
と
の
一
体
化
を
望
ん
で
い
る
も
の
の
︑
兼
家
は
道
綱
母
の
元
を
訪

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

一
二
三



れ
て
は
お
ら
ず
︑
そ
の
願
望
は
幻
想
に
終
わ
っ
て
い
る
︒

(5
)

浅
間
明
美
氏
﹁
道
綱
母
の
悲
愁

︱
︱
『蜻
蛉
日
記
﹄
を
通
し
て
︱
︱
﹂

(米
沢
国
語
国
文
23
・
一
九
九
五
年
六
月
)

(6
)

平
安
朝
に
お
け
る
男
女
の
関
係
を
﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
と
す
る
の
か
︑

﹁
一
夫
一
妻
多
妾
制
﹂
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
論
が
分
か
れ
て
お

り
︑
ど
ち
ら
か
に
確
定
は
未
だ
さ
れ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
便
宜
的
に

﹁
一
夫
多
妻
制
﹂
と
し
て
い
る
︒

｢夜
離
れ
﹂﹁
か
れ
が
れ
﹂
の
再
検
討

一
二
四


