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『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
上
巻
は
、
作
者
女
塾
の
母
を
あ
れ
ほ
ど
嫉
妬
に
狂

わ
せ
憎
悪
さ
せ
た
町
小
路
の
女
の
、
兼
家
の
愛
を
失
い
、
兼
家
と
の
間
の
子
ま

で
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
に
続
け
て
、
 
「
い
か
で
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ひ

知
ら
す
る
も
の
に
略
が
な
」
と
思
い
乱
れ
る
心
情
を
「
な
ほ
書
き
つ
づ
け
て
も

見
せ
む
と
思
ひ
て
」
兼
々
に
贈
っ
た
長
歌
と
兼
家
の
そ
の
返
し
、
さ
ら
に
そ
れ

に
関
連
し
た
五
首
の
贈
答
歌
の
記
載
の
あ
と
、
数
年
の
沈
黙
を
守
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
記
述
は
、
応
和
二
年
（
九
六
二
）
に
百
家
が
不
本
意
な
が
ら
兵
部

大
輔
と
い
う
閑
職
に
つ
き
、
そ
の
省
の
長
官
で
あ
る
醍
醐
天
皇
の
皇
子
章
明
親

王
と
ひ
ん
ぱ
ん
に
歌
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
ば
じ
め
る
と
こ
ろ
が
ら
再
開
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
章
々
親
王
に
関
わ
る
記
述
は
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
中

で
他
と
は
際
立
っ
た
相
違
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
町
小
路
の
女
を
め
ぐ
る
諸

段
と
は
異
る
明
る
い
記
事
で
、
道
綱
の
母
が
文
人
と
し
て
も
優
れ
た
こ
の
貴
顕

と
の
交
情
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
・
い

つ
も
は
道
綱
の
母
の
視
点
で
墨
家
と
そ
の
周
辺
が
注
視
さ
れ
、
語
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
多
く
の
場
合
、
兼
家
と
道
綱
の
母
の
視
点
が
ほ
ぼ
一

体
化
し
て
章
明
親
王
を
見
、
語
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
贈

答
歌
も
「
こ
こ
に
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
和
歌
は
、
兼
家
と
作
者
と
が
挑
み
合

う
本
日
記
中
の
多
く
の
贈
答
歌
や
、
作
者
の
詠
歎
の
凝
縮
で
あ
る
数
々
の
歌
と

は
、
和
歌
と
し
て
の
機
能
を
は
な
は
だ
異
に
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
1
）

い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ

と
と
し
て
、
章
明
親
王
に
贈
ら
れ
た
豊
野
の
歌
の
あ
る
部
分
は
道
綱
の
母
の
代

作
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

 
「
明
る
い
記
事
」
と
い
う
把
握
の
し
方
に
も
、
実
は
疑
問
が
出
、
さ
れ
て
も
い

 
 
 
 
 
（
2
）

る
。
川
村
裕
子
氏
は
「
一
見
兼
家
自
身
の
和
歌
と
い
う
も
の
を
表
面
上
押
し
出

し
て
は
い
蚤
が
、
実
は
そ
の
な
か
に
自
分
の
隠
れ
て
い
る
思
念
を
込
め
て
い
る

の
だ
」
と
指
摘
さ
れ
「
『
明
る
い
記
事
」
の
範
疇
に
収
ま
り
得
な
い
特
質
を
こ

の
贈
答
歌
は
保
持
し
て
い
よ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
面
明
親
王
と
の
贈
答

の
諸
段
に
は
、
解
釈
上
問
題
の
あ
る
部
分
が
い
く
つ
も
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
職
の

読
み
と
作
品
中
で
の
位
置
づ
け
は
さ
ら
に
丹
念
な
検
討
の
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
贈
答
に
お
け
る
心
綱
の
母
と
並
家
と
の
関
わ
り
方
に

つ
い
て
検
討
し
、
解
釈
上
の
幾
つ
か
の
疑
点
を
解
明
し
、
散
文
部
分
の
表
現
の

特
色
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
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章
明
親
王
と
の
歌
の
贈
答
は
次
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
て
い
る
。
本
文
の
引

用
は
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
両
氏
校
注
の
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。

 
 
…
少
納
言
の
年
経
て
、
四
つ
の
品
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
殿
上
も
お
り
て
、
司

 
 
召
に
、
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の
の
大
輔
な
ど
い
は
れ
ぬ
れ
ば
、
世
の
中
を

 
 
い
と
う
と
ま
し
げ
に
て
、
こ
こ
か
し
こ
通
ふ
よ
り
ほ
か
の
あ
り
き
な
ど
も

 
 
な
け
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
に
て
二
三
日
な
ど
あ
り
。

 
 
 
さ
て
か
の
心
も
ゆ
か
ぬ
司
の
宮
よ
か
か
く
の
た
ま
へ
り
。

 
 
 
 
み
だ
れ
糸
の
つ
か
さ
ひ
と
つ
に
な
り
て
し
も
く
る
こ
と
の
な
ど
絶
え

 
 
 
 
に
た
る
ら
む

 
 
御
返
り

 
 
 
 
絶
ゆ
と
い
へ
ば
い
と
そ
悲
し
き
君
に
よ
・
り
お
な
じ
つ
か
さ
に
く
る
か

 
 
 
 
ひ
も
な
く

 
 
ま
た
、
た
ち
か
へ
り
、
 
 
・

 
 
 
 
夏
引
の
い
と
こ
と
わ
り
や
ふ
た
め
み
め
よ
り
あ
り
く
ま
に
ほ
ど
の
ふ

 
 
 
 
る
か
も

 
 
御
返
り
、

 
 
 
 
七
ば
か
り
あ
り
も
こ
そ
す
れ
夏
引
の
い
と
ま
や
は
な
き
ひ
と
ぬ
ふ
た

 
 
 
 
め
に

 
 
ま
た
、
宮
よ
り
、

 
 
 
 
「
き
み
と
わ
「
れ
な
ほ
し
ら
糸
の
い
か
に
し
て
憂
き
ふ
し
な
く
て
絶
え

 
 
 
 
む
と
そ
思
ふ

 
 
ふ
た
め
み
め
は
ザ
に
少
な
く
し
て
け
り
。
忌
あ
れ
ば
、
'
と
め
つ
」
と
の
た

 
 
ま
へ
る
御
返
り
、

 
 
 
 
世
に
ふ
と
も
契
り
お
き
て
し
仲
よ
り
は
い
と
ど
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
も
見

 
 
 
 
ゆ
ら
む

 
 
と
き
こ
え
ら
る
っ

 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
記
載
さ
れ
た
贈
答
歌
は
、
普
通
は
作
者
と
だ
れ
か

と
の
歌
の
贈
答
で
、
 
「
…
…
と
あ
り
」
 
「
…
…
と
の
た
ま
へ
り
」
と
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
作
者
へ
の
歌
、
そ
の
歌
へ
の
返
し
は
、
当
然
作
者
の
詠
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
章
明
親
王
と
の
こ
の
贈
答
歌
は
、
形
の
上
で
は
、
た
と
え
ば
安
和
元

年
（
九
六
八
）
七
月
の
、
作
者
と
貞
観
殿
の
御
方
登
子
と
の
贈
答
、
・

 
 
七
月
、
月
の
い
と
あ
か
き
に
、
か
く
の
た
ま
へ
り
。

 
 
 
 
見
し
夢
を
ち
が
へ
わ
び
ぬ
る
秋
の
夜
ぞ
寝
が
た
き
も
の
と
思
ひ
知
り

 
 
 
 
ぬ
る

 
 
御
返
り
、

 
 
 
 
さ
も
こ
そ
は
ち
が
ふ
る
夢
は
か
た
か
ら
め
あ
は
で
ほ
ど
経
る
身
さ
へ

 
 
 
 
憂
き
か
な

 
 
た
ち
か
へ
り
、

 
 
 
 
あ
ふ
と
見
し
夢
に
な
か
な
か
く
ら
さ
れ
て
な
ご
り
恋
し
く
覚
め
ぬ
な

 
 
 
 
り
し
フ
り

 
 
と
の
た
ま
へ
れ
ば
、
ま
た
、

 
 
 
 
こ
と
絶
ゆ
る
う
つ
つ
や
な
に
ぞ
な
か
な
か
に
夢
は
通
ひ
路
あ
り
と
い
・

 
 
 
 
ふ
も
の
を

以
下
と
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
同
じ
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
い
う
「
か
く

の
た
ま
へ
り
」
が
登
子
か
ら
作
者
へ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
の
「
か
く
の
た

ま
へ
り
」
は
、
章
明
親
王
か
ら
兼
言
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く

「
御
返
り
」
も
一
方
で
は
作
者
か
ら
の
返
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
も
う
一
方
で

は
兼
家
か
ら
の
返
歌
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
身
の
上
を
書
き
記
す
日
記
と

（48）



い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
登
子
と
の
贈
答
の
方
が
基
本
で
、
章
明
親
王
と
出
家

と
の
贈
答
の
記
述
の
し
方
が
基
本
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
構
文
か
ら
す
れ
ば
、
章
明
親
王
と
作
者
道
綱
の
母
と
の
贈
答
と
取

る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
・
も
ち
ろ
ん
官
長
親
王
が
道
綱
母
に
歌
を
贈
っ
て
く

る
い
わ
れ
は
な
く
、
歌
意
か
ら
し
て
も
、
親
王
が
兼
家
に
歌
を
贈
り
、
諸
家
が

そ
れ
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
そ
，
れ
は
構
文
の
論
理
を

越
え
た
，
理
解
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
作
者
に
も
お
そ
ら
く
そ
れ
が
わ
か
っ
て

い
て
、
こ
の
と
き
の
贈
答
の
結
び
を
「
き
こ
え
ら
る
」
と
い
う
表
現
に
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
助
動
詞
「
ら
る
」
の
理
解
に
は
叢
説
が
あ

る
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
地
の
文
に
は
、
作
者
の
兼
家
に
対
す
る
敬
意
を

表
現
す
る
か
と
見
ら
れ
る
「
る
」
 
「
ら
る
」
が
十
数
歯
（
本
文
の
校
訂
の
し
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
）
存
す
る
。
木
村
暴
露
氏
は
、
こ
の
「
る
」
 
「
ら
る
」

は
い
ず
れ
も
尊
敬
以
外
の
意
で
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
こ
の
日
記
の

地
の
文
で
は
作
者
の
兼
家
に
対
す
る
敬
意
表
現
は
な
い
と
さ
れ
る
。
 
「
る
」

「
ち
る
」
の
使
用
例
の
初
出
で
あ
る
こ
の
「
き
こ
え
ら
る
」
に
つ
い
て
は
、

 
 
…
兼
家
と
作
者
と
を
］
体
と
し
た
立
場
で
、
親
王
に
お
返
事
申
し
上
げ
た

 
．
と
述
べ
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
兼
家
の
お
返
事
が
、
お
の
ず
か
ら
奇
景
を

 
 
通
し
て
親
王
に
伝
え
ら
れ
た
作
者
の
お
返
事
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る

 
 
「
き
こ
え
ら
る
」
と
い
う
言
ひ
方
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
思

 
 
う
。
こ
の
．
「
ら
る
」
は
、
自
発
も
し
く
は
受
身
と
し
て
理
解
し
て
も
よ
い

 
 
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
明
確
に
分
化
し
た
文
法
的
意
義
を
あ
て
は
め
に

 
．
く
い
、
自
発
と
も
受
身
と
も
と
れ
る
「
ら
る
」
の
本
来
的
な
語
法
な
の
で

 
，
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
。
．
そ
し
て
こ
う
し
た
基
本
的
な
理
解
に
立
っ
て
、
日
本
古
典
文
学
全

集
本
の
頭
注
に
は
「
こ
の
一
連
の
贈
答
は
、
兼
家
を
表
面
に
立
て
、
作
者
が
皇

家
に
協
力
し
な
が
ら
、
章
明
親
王
と
の
問
に
な
さ
れ
も
の
。
し
た
が
っ
て
、
里

家
の
返
事
は
お
の
ず
か
ら
作
者
の
返
事
に
も
な
る
。
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の

が
、
．
こ
の
『
き
こ
え
ら
る
」
の
『
ら
る
」
」
で
あ
る
と
記
選
れ
る
。
て
の
囎
答

に
道
綱
の
母
が
積
極
的
に
加
わ
り
、
兼
言
の
返
歌
に
協
力
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
十
分
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
王
の
「
ふ
た
め
み
め
よ
り
あ
り
く
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

に
ほ
ど
の
ふ
る
か
も
ト
と
い
う
か
ら
か
い
の
歌
に
対
し
て
、
「
七
ば
か
り
あ
り

も
こ
そ
す
れ
」
 
 
宮
様
は
御
存
知
な
い
で
し
ょ
う
が
、
実
は
妻
は
，
七
人
ほ
ど

も
お
り
ま
す
の
に
…
…
と
、
と
ぼ
け
て
切
り
返
す
歌
な
ど
、
道
綱
の
母
の
作
で
あ

る
可
能
性
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
兼
家
の
最
初
の
結
婚
相
手
で
あ
る
時
姫
に
つ
い

て
は
そ
の
存
在
を
承
知
し
て
求
婚
を
承
諾
し
だ
の
だ
か
ら
し
方
が
な
い
と
し
て

も
、
兼
家
の
町
小
路
の
女
へ
の
熱
愛
に
苦
し
み
傷
つ
き
、
そ
の
後
火
遊
び
程
度

で
は
あ
っ
て
も
源
兼
忠
の
女
と
の
情
事
を
も
見
て
き
た
道
綱
の
母
に
と
っ
て
、
，

兼
家
は
ま
さ
に
通
い
所
が
「
ふ
た
め
み
め
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
「
七
ば
か
り
あ
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

り
も
こ
そ
す
れ
」
と
い
い
た
く
な
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
川
村
裕
子
氏
．

は
、
こ
の
歌
に
「
代
作
者
道
綱
母
の
存
在
を
加
味
し
て
考
え
れ
ば
、
当
然
、
．
三

家
が
見
る
で
あ
ろ
う
歌
の
申
に
、
，
宮
へ
の
返
歌
を
装
い
つ
つ
も
、
上
家
に
対
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ま
た

て
の
皮
肉
一
自
分
の
所
だ
け
で
は
な
く
通
い
所
が
数
多
あ
る
と
い
っ
た
一

を
揺
曳
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
微
妙
な
た
ゆ
た
い
を
察

知
し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
面
明
親
王
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
道
綱
の
母
の
代

作
で
あ
れ
ば
、
「
七
ば
か
り
あ
り
も
こ
そ
す
れ
」
が
墨
家
に
対
す
る
皮
肉
で
あ

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
、
あ
て
こ
す
り
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
え
な
い
。
し
か
し
道
綱
の
母
の
そ
の
意

，
図
は
「
微
妙
な
た
ゆ
た
い
」
で
は
な
く
あ
ま
り
に
も
明
白
な
形
で
表
面
に
出
て

い
た
。
そ
し
て
こ
の
歌
が
親
王
へ
の
返
歌
と
し
て
兼
家
に
採
用
さ
れ
、
お
そ
ら
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O

く
は
画
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
贈
ら
れ
て
い
6
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
皮
肉
が

し
め
っ
ぽ
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
笑
い
を
伴
っ
た
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
と

解
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
 
「
お
い
お
い
、
い
く
ら
何
で
も
七
人
の
妻
と
は
ひ
ど
い

よ
」
と
喪
家
が
笑
い
な
が
ら
抗
議
し
、
道
綱
の
母
が
、
 
「
ど
う
せ
あ
な
た
は
浮

気
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
」
と
、
こ

ち
ら
は
笑
っ
て
す
ね
て
み
せ
る
。
 
「
よ
し
ょ
し
、
し
方
が
な
い
。
こ
れ
で
い
く

か
」
と
兼
家
が
し
ぶ
し
ぶ
（
を
装
っ
て
）
筆
を
執
る
一
こ
ん
な
情
景
が
浮
か

ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
兼
家
に
あ
て
な
が
ら
、
そ
れ
が
同
時
に
兼
家
の
幽
明
親

王
へ
の
返
歌
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
川
村
氏
の
い
わ
れ
る
「
二
重
性
」
 
「
重

層
す
る
思
い
」
は
、
謹
書
と
親
王
と
の
歌
の
贈
答
を
刺
激
的
に
し
、
よ
り
興
味

深
い
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
が
患
家
の
作
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
「
七
ば
か
り
…
…
」
と
荒
家
が
書
き
つ
け
る
傍
ら
に
道
綱
の
母
の
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
画
家
が
開
き
な
お
・
っ
て
「
ど
う
せ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
浮
気
者
な
の
だ
か
ら
、
ど
う
、
こ
れ
で
い
か
が
」
と
い
っ

て
道
綱
の
母
に
見
せ
、
道
綱
の
母
が
呆
れ
て
み
せ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ど
ち
ら
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
来
深
刻
で
あ
る
は
ず
の
道
綱
の
母
の
思
い

が
、
壇
家
の
親
王
へ
贈
る
戯
れ
歌
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
を
兼
家
と
道

話
の
母
が
共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
特
色
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
そ
の
思
い
が
二
人
の
問
で
は
も
う
な
ま
な
ま
し
く
深
刻
な
も
の
で

は
な
く
、
一
応
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま

い
か
。
い
っ
た
い
こ
の
返
歌
を
導
き
出
し
た
章
明
親
王
の
「
ふ
た
め
み
め
よ
り

あ
り
く
ま
に
」
の
歌
が
、
兼
家
の
傍
ら
に
三
綱
の
母
の
い
る
ζ
と
を
意
識
し
て

詠
ま
れ
た
戯
れ
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
之
い
う
よ
り
も
、
姻
家
が

道
綱
の
母
の
家
に
い
る
と
き
を
見
は
か
ら
つ
て
始
め
ら
れ
た
こ
の
歌
の
贈
答
で

ば
、
親
王
は
最
初
か
ら
墨
家
の
傍
ら
に
優
れ
た
歌
詠
み
で
あ
る
道
綱
の
母
が
い

る
こ
と
を
意
識
し
、
返
歌
が
二
人
で
相
談
し
な
が
ら
作
ら
れ
る
こ
と
ま
で
も
期

待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
ふ
た
め
み
め
よ
り
あ
り
く
」
は
戯
れ
歌
で
は
あ

り
な
が
ら
庵
号
家
そ
の
人
を
的
確
に
表
わ
し
て
い
て
や
や
危
険
な
歌
な
の
だ

が
、
親
王
の
倉
皇
が
用
い
た
催
馬
楽
「
夏
引
」
の
「
白
糸
七
は
か
り
あ
り
」
を

利
用
し
た
玄
翁
の
返
歌
は
、
逆
に
兼
併
と
道
綱
の
母
の
む
つ
ま
じ
さ
を
見
せ
つ

け
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
 
「
兼
家
に
」
と
い
わ
ず
に
「
の
た
ま
は
せ

た
り
」
と
書
き
、
 
「
兼
家
の
」
と
注
さ
ず
に
「
御
返
り
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
受
け
手
で
あ
る
高
家
と
道
綱
の
・

母
、
返
歌
の
詠
み
手
で
あ
る
兼
家
と
道
綱
の
母
が
一
体
化
し
て
い
る
表
現
は
、

道
綱
の
母
が
本
来
は
章
明
親
王
と
の
関
わ
り
な
ど
何
も
な
い
の
だ
か
ら
、
以
上

の
よ
う
な
作
者
と
兼
家
と
の
協
力
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
戒
り
立
ち
に
く
い

か
ら
で
あ
る
。
 
「
き
こ
え
ら
る
」
に
そ
れ
を
語
ら
せ
る
必
要
性
は
ま
ず
な
い
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）
 
 
 
 
 
 
（
6
）

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
「
ら
る
」
は
、
森
野
宗
明
氏
・
増
田
繁
夫
氏
・
上
村
悦

（
7
）

子
氏
な
ど
が
説
か
れ
る
よ
う
に
軽
い
敬
意
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
兼
家
と
作
者

の
仲
が
う
ま
く
い
っ
て
い
て
、
 
「
作
者
の
き
げ
ん
の
よ
い
場
面
」
 
（
増
田
氏
）

に
時
々
出
て
く
る
表
現
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
同
時
に
、
 
「
き
こ
ゆ
」

に
軽
い
敬
語
表
現
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
行

為
の
主
体
を
は
っ
き
り
兼
家
と
規
定
す
る
意
図
も
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

道
綱
の
母
が
平
家
の
返
歌
に
ど
の
よ
う
に
協
力
し
た
か
は
、
作
品
に
描
か
れ

て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
省
筆
し
、
作
者
と
兼
家
を
一
体
化
し
た
表
現
を
用
い
る

（50）



こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
い
選
手
の
返
歌
の
す
べ
て
を
代
作
し
た
と
し
て
も
な
お

こ
の
贈
答
に
つ
い
て
は
第
三
者
で
あ
り
、
補
助
役
に
す
ぎ
な
い
道
綱
の
母
が
、

兼
家
と
ほ
ぼ
対
等
に
並
び
、
章
明
親
王
と
の
距
離
を
縮
め
る
結
果
に
も
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
親
王
と
の
二
度
め
の
贈
答
歌
群
は
、
・
作
者
が
四
十
五
日
の
忌
違
え
，

で
父
の
別
邸
に
移
っ
て
い
た
と
き
、
垣
根
を
隔
て
た
だ
け
の
隣
の
屋
敷
に
宮
が

い
て
、
長
雨
に
降
り
籠
め
ら
れ
て
道
綱
の
母
の
許
で
日
を
過
ご
す
駆
動
と
章
明

親
王
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
も
作
者
と
兼
家
の
一
体
化
表
現

は
続
く
。
作
者
の
宿
っ
て
い
る
倫
寧
の
屋
敷
の
雨
漏
り
が
き
っ
か
け
の
贈
答
で

あ
る
だ
け
に
、
道
導
の
母
は
よ
り
積
極
的
に
参
加
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

結
び
の
、

 
 
ま
た
、
宮
よ
り
、

 
 
 
 
し
か
も
ゐ
ぬ
君
ぞ
ぬ
る
ら
む
常
に
す
む
と
こ
ろ
に
は
ま
だ
こ
ひ
ぢ
だ

 
 
 
 
に
な
し

 
 
「
さ
も
け
し
か
ら
ぬ
御
さ
ま
か
な
」
な
ど
い
ひ
つ
つ
、
も
ろ
と
も
に
見

 
 
る
。

に
お
け
る
傍
線
部
分
な
ど
、
兼
家
の
こ
と
ば
か
道
綱
の
母
の
こ
と
ば
か
、
も
う

問
題
に
さ
え
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
二
人
に
共
有
さ
れ
た
感
想
で
あ
り
、

発
語
な
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
次
の
段
で
は
、
親
王
と
兼
家
の
歌
の
贈
答
に
お
け
る
道
綱
の
母
の
役
割

が
か
な
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

 
雨
の
降
り
止
ん
だ
と
き
を
見
は
か
ら
つ
て
、
兼
家
が
他
の
通
い
所
に
出
か
け

て
い
っ
た
後
、
い
つ
も
の
よ
う
に
宮
か
ら
御
文
が
あ
っ
た
。
殿
は
不
在
で
す
と

取
り
次
ぎ
の
者
が
断
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
「
な
ほ
」
と
置
い
て
い
っ
た

の
を
見
る
と
、

 
 
 
 
と
こ
な
つ
に
恋
し
き
こ
と
や
な
ぐ
さ
む
と
君
が
垣
ほ
に
を
る
と
知
ら

 
 
 
 
ず
や

 
 
さ
て
も
か
ひ
な
け
れ
ば
、
ま
か
り
ぬ
る
。

と
書
い
て
あ
っ
た
。
常
夏
は
ナ
デ
シ
コ
の
異
名
で
、
 
「
あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て

し
か
山
が
つ
の
垣
ほ
に
咲
け
る
大
和
な
で
し
こ
」
 
（
古
今
集
六
九
五
 
よ
み
人

し
ら
ず
）
が
連
想
さ
れ
る
歌
で
あ
っ
た
。
常
夏
に
は
む
ろ
ん
女
性
が
た
と
え
ら

れ
、
隣
家
で
兼
家
が
出
か
け
て
い
く
の
は
十
分
に
分
か
る
し
、
留
守
だ
と
断
わ

っ
て
い
る
の
に
無
理
に
置
い
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
道
綱
の
母
に
読
ま
せ
る
こ

と
を
主
目
的
と
し
た
、
恋
歌
じ
た
て
の
文
で
あ
る
。
 
“
あ
な
た
に
お
会
い
で
き

れ
ば
私
の
恋
し
い
心
も
慰
む
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
あ
な
た
の
お
隣
に
い
る

の
だ
と
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。
i
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
い
て
も
か
い
が
な
い

の
で
、
お
い
と
ま
し
ま
す
多
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
本

の
頭
注
に
「
親
王
と
兼
家
と
の
遊
戯
的
な
贈
答
の
申
で
、
さ
ら
に
作
者
に
一
役

買
わ
せ
て
、
い
っ
そ
う
妙
味
を
増
そ
う
と
す
る
歌
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
で
、
そ
の
上
に
、
こ
の
恋
文
じ
た
て
の
文
に
道
綱
の
母
が
ど
う
反
応
す
る
か

と
い
う
興
味
も
あ
る
。
，
親
王
の
文
を
「
お
は
せ
ず
」
と
断
わ
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
道
果
の
母
が
表
面
的
に
は
親
王
と
の
贈
答
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
王
の
方
で
は
、
道
綱
の
母
が
兼
家
と
協
力
し

て
返
歌
を
作
っ
て
お
り
、
兼
家
が
留
守
で
も
自
分
の
文
な
ら
彼
女
が
す
ぐ
開
い

て
読
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
、
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
道
綱
の

母
は
こ
れ
に
は
何
も
反
応
せ
ず
、
二
日
ば
か
り
た
っ
て
訪
ね
て
き
た
兼
家
に
見

せ
る
。
．
産
綱
の
母
に
も
兼
家
に
も
親
王
の
意
図
は
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
兼

家
は
「
ほ
ど
経
に
け
れ
ば
び
ん
な
し
」
と
い
っ
て
、
た
だ
「
こ
の
ご
ろ
は
仰
せ

言
も
な
き
こ
と
」
と
「
き
こ
え
ら
れ
た
れ
ば
」
i
ま
た
こ
の
表
現
が
出
て
き

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
章
明
親
王
関
係
諸
段
考
一
道
綱
母
と
兼
家
之
の
一
体
化
表
現
一

（51）



た
一
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
商
家
の
文
は
親
王
に
は
予
想
外
の
も
の
で
あ
っ
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と

た
ろ
う
。
あ
の
恋
文
じ
た
て
の
手
紙
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
あ
の
女
は
夫
に
手

紙
を
見
せ
た
の
か
ど
う
か
。
隠
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
あ
の
戯
れ
を
ま
こ
と
と

．
取
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
で
は
困
る
。
ま
た
兼
家
に
見
せ
た
と

す
れ
ば
、
な
ぜ
彼
は
そ
れ
を
黙
殺
し
て
こ
ん
な
文
を
よ
こ
し
た
の
か
。
戯
れ
が

兼
家
に
通
じ
な
く
て
あ
の
歌
が
真
情
と
思
わ
れ
で
も
し
た
ら
、
い
っ
そ
う
具
合

が
悪
い
。
次
の
宮
の
歌
は
、
そ
う
し
た
親
王
の
当
惑
ぶ
り
が
目
に
見
え
る
よ
う

な
対
応
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
「
水
ま
さ
り
う
ら
も
な
ぎ
さ
の
こ
う
な
れ
ば
千
鳥
の
跡
を
ふ
み
は
ま

 
 
 
 
ど
ふ
か

 
 
と
こ
そ
見
つ
れ
、
恨
み
た
衷
ふ
が
わ
り
な
さ
。
み
つ
か
ら
と
あ
る
は
ま
こ

 
 
と
か
」
と
、
女
手
に
書
き
給
へ
り
。
男
の
手
に
て
こ
そ
苦
し
け
れ
。

 
 
 
 
う
ら
が
く
れ
見
る
こ
と
か
た
き
跡
な
ら
ば
潮
干
を
ま
た
む
か
ら
き
わ

 
 
 
 
ざ
か
な

 
親
王
は
。
あ
な
た
あ
て
に
文
を
書
い
て
贈
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
ど
こ
か
へ
行

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
b
よ
う
か
、
文
が
来
な
い
と
お
恨
み
に
な
る
の
で
困
っ
て

し
ま
い
ま
す
”
と
女
手
で
書
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
贈
答
で
は
書
・

体
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
文
の
女
手
も
男
の
手
も
、
そ

う
記
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
あ
？
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
い
つ
も
ど

お
り
の
こ
と
な
ら
、
こ
と
さ
ら
に
書
く
必
要
は
な
い
。
章
明
親
王
が
い
つ
も
と

．
は
違
っ
た
女
手
で
、
前
に
寺
家
あ
て
に
文
を
書
い
た
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
馬

鹿
が
道
綱
の
母
あ
て
の
あ
の
恋
歌
を
見
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
見
る

か
も
し
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
き
の
た
め
の
、
用
心
で
あ
っ
た
。
女
手
で
書
く

こ
と
は
み
ず
か
ら
を
女
に
擬
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
ょ
う
て
さ

き
の
恋
歌
も
、
兼
家
を
異
性
に
見
た
て
て
の
戯
れ
の
恋
歌
と
化
し
う
る
の
で
あ

る
。
こ
う
理
解
し
て
く
れ
ば
、
次
の
「
男
の
手
に
て
こ
そ
苦
し
け
れ
」
が
わ
か

っ
て
く
る
。
こ
こ
は
諸
生
解
釈
に
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
注
釈
で

は
、 

。
先
方
か
ら
は
女
手
で
よ
こ
し
た
の
に
、
こ
ち
ら
は
反
対
に
男
手
で
返
し
を

 
 
し
た
の
で
「
苦
し
」
心
苦
し
い
と
恐
縮
し
て
い
る
。
 
（
大
西
善
明
氏
 
新

 
 
注
釈
）

 
・
親
王
が
女
手
で
優
雅
に
書
い
て
き
た
の
に
対
し
、
兼
家
は
男
手
で
し
か
つ

 
 
め
ら
し
い
書
き
方
を
し
た
。
 
（
全
集
。
口
語
訳
は
「
お
返
事
は
硬
い
男
手

 
 
な
の
は
心
苦
し
い
こ
と
だ
っ
た
が
」
・
）

 
・
情
趣
を
楽
し
む
宮
の
す
き
に
対
し
、
男
手
で
し
た
た
め
た
兼
家
の
不
粋
な

 
 
書
き
ざ
ま
を
、
宮
に
心
苦
し
く
思
う
気
持
。
、
（
犬
養
廉
氏
 
新
潮
日
本
古

 
 
典
集
成
）

と
ほ
ぼ
一
定
の
理
解
に
傾
き
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
ふ
だ
ん
贈
答
が
女
手
で
ば

か
り
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
男
手
で
返
歌
を
し
て
も
不
粋
で

も
な
い
だ
ろ
う
し
、
宮
に
対
し
て
心
苦
し
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
ま

た
、
か
り
に
不
粋
と
も
心
苦
し
い
と
思
え
た
な
ら
、
道
綱
の
母
が
女
手
で
書
け

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
詳
明
親
王
が
女
に
擬
し
て
女
手
で
書
い
て
き
た
以
上
、
異

性
で
み
る
受
け
手
は
男
の
手
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
男
手
で
あ
れ
ば
兼
家
に

は
ふ
つ
う
の
書
体
な
の
だ
か
ら
、
 
「
苦
し
け
れ
」
と
い
う
は
ず
も
な
く
、
作
者

が
男
手
で
「
う
ら
が
く
れ
」
の
歌
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
喜

多
義
勇
氏
の
『
全
講
」
が
、
 
「
こ
の
文
章
は
明
確
で
な
い
が
、
宮
の
女
手
の
手

紙
に
対
し
、
兼
家
自
身
の
返
事
の
よ
う
に
作
者
が
男
手
で
書
い
た
の
で
・
あ
ろ

う
。
こ
の
段
の
宮
に
対
す
る
返
歌
は
皆
作
者
の
代
作
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

（52）

●



が
、
特
に
次
の
『
浦
が
く
れ
」
の
歌
は
作
者
の
代
作
代
筆
と
見
ら
れ
る
」
と
説

明
し
て
い
る
の
が
正
解
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
 
”
宮
様
は
あ
な
た
に
恋
の
歌
を
贈

っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
宮
様
の
狙
い
は
あ
な
た
な
の
だ
よ
。
サ
ア
、
責
任

を
取
っ
て
あ
な
た
が
返
歌
を
お
書
き
な
さ
い
。
宮
様
は
女
に
な
っ
て
お
ら
れ
る

の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
男
に
お
な
り
な
さ
い
”
一
お
よ
そ
こ
ん
な
ふ
う
に
兼

家
に
か
ら
か
わ
れ
、
そ
そ
の
か
さ
れ
、
強
い
ら
れ
て
、
道
綱
の
母
は
し
ぶ
し

ぶ
、
し
か
し
内
心
は
か
な
り
興
が
っ
て
、
男
手
で
返
歌
を
書
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
だ
か
ら
、
苦
し
一
つ
ら
い
、
な
の
で
あ
る
。
こ
の
や
や
倒
錯
し
た
楽

し
さ
は
道
綱
の
母
と
兼
家
の
問
に
の
み
享
受
さ
れ
ふ
親
王
に
は
通
じ
な
い
。
た

だ
と
ま
ど
う
だ
け
で
、

 
 
 
 
「
う
ら
も
な
く
ふ
み
や
る
跡
を
わ
た
つ
う
み
の
潮
の
干
る
ま
も
な
に

 
 
 
 
に
か
は
せ
む

 
 
と
こ
ぞ
見
つ
れ
、
こ
と
ざ
ま
に
も
ば
だ
」
と
み
軌
。
 
 
、
 
 
一

と
匙
を
投
げ
た
形
で
、
親
王
の
方
か
ら
こ
の
贈
答
に
終
止
符
を
う
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

 
直
明
親
王
と
の
贈
答
歌
で
は
、
氏
家
ど
道
綱
と
は
共
同
戦
線
を
張
っ
て
親
王
」

に
対
し
て
い
た
。
道
綱
の
母
は
当
代
き
っ
て
の
貴
顕
と
の
歌
の
贈
答
を
楽
し
む

と
同
時
に
、
め
っ
た
に
な
い
当
家
と
の
共
同
作
業
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。
表
現
の
方
法
だ
け
で
は
な
い
。
章
明
親
王
に
対
す
る
と
き
、
「
道
綱
の
母
と

兼
家
と
は
一
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
こ
こ
衷
で
は
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
こ
の
後
の
黎
明
親
王
に
関
わ
る
記
述

に
は
、
疑
問
点
が
多
《
あ
る
。
ま
ず
、
年
改
ま
っ
て
、
応
和
三
年
（
九
六
三
）

四
月
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

 
 
 
喫
の
日
、
例
の
宮
よ
り
、
 
「
物
見
ら
れ
ば
、
そ
の
車
に
乗
ら
む
」
と
の

 
 
た
ま
へ
り
。
御
文
の
端
に
か
か
る
こ
と
あ
り
。

 
 
 
 
わ
が
と
し
の
 
 
ほ
ん
の
ま
ま

 
 
例
の
宮
に
は
お
は
せ
ぬ
な
り
け
り
。
町
の
小
路
わ
た
り
か
と
て
ま
み
り
た

 
 
れ
ば
、
う
べ
な
む
「
お
は
し
ま
す
」
と
い
ひ
け
り
。
ま
つ
硯
こ
ひ
て
、
か

 
 
く
書
き
て
い
れ
た
り
。

 
 
 
 
き
み
が
こ
の
町
の
南
に
と
み
に
お
そ
き
春
に
は
い
ま
ぞ
た
つ
ね
ま
ゐ

 
 
 
 
れ
る

 
 
と
て
、
も
ろ
と
も
に
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
。

 
章
明
親
王
の
歌
の
第
二
句
以
下
を
欠
き
、
そ
れ
に
続
く
若
干
の
文
章
の
欠
落

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
も
い
て
（
注
解
・
全
集
・
対
訳
日
本
古
典

新
書
）
、
わ
か
り
に
く
い
部
分
で
あ
る
。
全
集
本
等
で
“
う
べ
な
む
「
お
鳳
し

ま
す
」
と
い
ひ
け
る
”
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
部
分
の
解
釈
、
 
「
き
み
が
こ
の
」

の
歌
の
意
味
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
．
い
る
の
だ
が
、
そ
の
他
に
、

三
綱
の
母
と
兼
家
と
の
位
置
関
係
が
わ
た
く
し
に
は
疑
問
を
持
た
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
親
王
と
の
贈
答
の
場
合
は
、
三
綱
の
母
は
い

つ
も
兼
家
の
傍
ら
に
あ
っ
た
。
親
王
の
文
を
共
に
見
、
批
評
し
、
．
笑
っ
た
り
、

す
ね
て
み
せ
た
り
し
な
が
ら
返
歌
の
案
を
作
り
、
時
に
は
道
綱
の
母
が
筆
を
執

ら
さ
れ
た
り
も
し
た
。
で
は
、
こ
の
場
面
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
 
「
わ
が
と
し

の
」
の
歌
が
端
に
書
か
れ
た
「
物
見
ら
れ
ば
、
そ
の
車
に
乗
ち
む
」
と
い
う
文

は
、
例
に
よ
っ
て
誰
に
と
も
書
か
ず
「
と
の
た
ま
へ
り
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
兼

家
が
作
者
の
家
に
い
る
と
き
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

が
、
 
「
き
み
が
こ
の
」
の
歌
の
場
合
、
既
遂
の
母
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
乙
う

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
章
明
親
王
関
係
諸
段
考
 
一
道
綱
母
と
兼
家
と
の
一
体
化
表
現
i

（53）
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か
。
複
の
行
列
見
物
に
お
出
か
け
な
ら
そ
の
車
に
乗
り
た
い
と
請
わ
れ
て
、
兼

家
は
宮
邸
に
寄
る
の
だ
が
、
例
の
邸
（
倫
寧
邸
の
隣
）
に
は
い
ず
、
町
小
路
の

辺
（
親
王
の
別
邸
か
）
に
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
、
は
だ
し
て
親
王
は
そ
こ
に
い

た
の
だ
っ
た
。
 
「
ま
つ
硯
乞
ひ
て
」
「
き
み
が
こ
の
」
の
歌
を
書
い
て
さ
し
入

れ
た
の
は
む
ろ
ん
離
家
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
時
、
道
綱
の
母
が
そ
の
傍
ら
に

い
た
は
ず
は
な
か
っ
た
。
兼
家
は
車
中
に
い
て
ハ
そ
の
車
に
は
馬
繋
親
王
も
同

乗
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
兼
家
と
章
明
親
王
と
道
綱
の
母
が
一
つ
車
に
乗

る
な
ど
、
こ
の
時
代
で
は
け
っ
し
て
あ
ヶ
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
親
王
は

戯
れ
で
は
あ
っ
て
も
道
綱
の
母
に
恋
の
歌
を
贈
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

村
井
華
氏
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
歌
選
解
」
は
、
 
「
物
見
ら
れ
ば
、
そ
の
車
に
乗

ら
む
」
に
つ
い
て
、
 
「
親
王
と
漁
家
と
は
そ
れ
ほ
ど
仲
が
よ
い
と
は
思
わ
れ
な

い
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
親
王
は
作
者
と
同
車
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
す

る
。
し
か
し
、
同
車
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
。
万
一
期
待
し
た

と
し
て
も
、
そ
れ
に
応
ず
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
村
井
氏
は
、
親
王
は
明

ら
か
に
作
者
に
恋
情
を
抱
い
て
い
て
、
風
雅
の
ほ
ま
れ
高
い
親
王
に
う
っ
か
ゆ

す
る
と
作
者
を
奪
わ
れ
る
と
お
そ
れ
て
、
領
家
が
作
者
に
く
っ
つ
き
始
め
、
そ

れ
が
二
人
の
間
の
短
い
平
和
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
親
王

の
恋
情
は
戯
れ
と
し
か
読
み
と
れ
な
い
の
だ
が
、
作
者
に
関
心
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
、
兼
家
も
作
者
も
感
づ
い
て
い
た
ろ
う
。
道
県
の
母
が
兼
家
の

車
に
乗
っ
て
い
て
、
親
王
が
乗
り
込
ん
で
く
．
る
前
に
他
の
車
に
移
っ
た
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
他
人
の
門
前
も
し
く
は
門
内
で
、
日
中
道
綱
の
母
が

一
旦
車
を
下
り
る
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
最
初
か
ら

道
綱
の
母
は
兼
家
と
は
別
の
車
に
乗
っ
て
い
て
、
車
を
二
台
並
べ
て
親
王
邸
に

立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
コ
そ
の
場
合
、
 
「
き
み
が
こ
の
」
の
歌
の
詠
作
に

・
つ
い
て
古
製
の
母
は
何
ら
協
力
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
そ
の
時
点
で
は
、
兼
家
が
硯
を
乞
う
て
書
い
た
歌
を
知
る
こ
と
さ
え
で
き

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
1
道
綱
の
母
が
直
家
と
同
車
し
て
い
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
以
上
、
道
綱
の
母
が
ど
こ
に
い
た
と
こ
ろ
で
、
 
「
き
み
が
こ
の
」
の

歌
が
兼
家
の
単
独
の
詠
作
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
れ
豊
後
に
諸
家
か
ら
聞
い
て
知

っ
た
ど
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
川
村
氏
は
、
宮
の
い
る
所
が
「
町
の

小
路
」
で
あ
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
．

自
己
と
「
と
み
に
お
そ
き
春
」
と
を
．
一
体
化
さ
せ
、
 
「
よ
う
や
く
到
来
し
た
春

と
、
今
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
平
静
な
気
持
ち
で
訪
問
で
き
る
（
い
ま
ぞ
た
つ
ね

ま
み
れ
る
）
心
理
状
態
を
重
ね
て
示
す
」
と
解
さ
れ
、
 
「
町
の
小
路
」
に
対
す

る
強
烈
な
意
識
を
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
魅
力
的
な
読
み
で
は
あ
る
の
だ

が
、
こ
の
歌
が
作
者
の
代
作
と
は
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
成
り
立
ち
え
な
い
。

 
と
な
れ
ば
、
こ
の
日
の
見
物
に
道
綱
の
母
が
車
を
連
ね
て
兼
家
達
と
同
行
し

た
と
い
う
こ
と
さ
え
疑
問
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
も
確
認

-
し
て
き
た
よ
う
に
、
章
章
親
王
と
の
贈
答
は
あ
く
ま
で
親
王
と
漁
家
と
の
間
の

も
の
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
道
綱
の
母
は
関
わ
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
一
度
親

王
が
道
心
の
母
あ
て
に
贈
っ
た
歌
も
、
道
綱
の
母
が
馴
衣
に
見
せ
、
画
家
が
黙

殺
作
戦
に
出
た
た
め
、
親
王
は
兼
家
あ
て
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
ん
な
道
具
の
母
が
、
親
王
と
皇
家
と
同
行
す
る
襖
見
物
に
車
を
連

ね
て
つ
い
て
い
く
な
ど
、
・
不
自
然
で
、
常
識
か
ら
外
れ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
親
王
が
中
綱
の
母
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
以
上
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
 
「
蜻
蛉
日
記
注
解
 
十
七
」
 
（
解
釈
と
鑑
賞
 
曜
3
8
・
9
）
が
詳
細
に
説

・
い
て
い
る
よ
う
に
、
襖
見
物
の
記
事
中
の
．
う
べ
な
む
「
お
は
し
ま
す
」
と
い

ひ
け
り
”
の
部
分
を
”
「
う
へ
な
む
お
は
し
ま
す
」
と
い
ひ
け
り
”
と
し
、
「
う
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へ
」
を
上
-
宮
の
北
の
方
と
す
る
説
（
大
系
一
説
・
全
講
・
全
注
釈
他
）
は

採
れ
な
い
。
親
王
を
尋
ね
て
い
っ
た
の
に
、
 
「
北
の
方
が
お
い
で
で
す
」
と
宮

邸
の
者
が
い
う
と
は
ま
ず
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
親
王
は
い
な
い
で

北
の
方
だ
け
が
い
る
よ
う
だ
が
、
親
王
が
不
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
下
文
か
ら

も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
北
の
方
が
こ
こ
に
持
ち
出
さ
れ
る
い
わ
れ
も
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
「
う
へ
」
を
直
家
の
夫
人
す
な
わ
ち
道
面
の
母
を
指
す
と
解

し
、
 
「
う
へ
な
む
お
は
し
ま
す
」
を
作
者
の
来
訪
を
宮
方
の
召
使
が
内
へ
取
り

次
い
だ
こ
と
ば
と
見
る
説
も
、
 
「
注
解
」
の
説
く
よ
う
に
や
は
り
無
理
だ
ろ

う
。
作
者
の
来
訪
が
珍
し
か
っ
た
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
い
っ
た
の
だ
と
解
そ
う
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

て
も
、
そ
れ
な
ら
「
う
へ
も
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
三
家
を
さ
し
お
い
て
こ

の
よ
う
に
い
わ
れ
る
ど
は
信
じ
が
た
い
。
そ
れ
に
来
意
を
告
げ
る
の
は
兼
家
の

従
者
で
、
彼
は
道
綱
の
母
が
同
行
し
た
と
じ
て
も
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
口
に
す
る

必
要
は
な
い
し
、
宮
方
の
召
使
の
取
り
次
ぎ
の
こ
と
ば
も
、
邸
内
で
発
せ
ら
れ

た
は
ず
で
、
力
綱
の
母
に
聞
こ
え
る
こ
と
は
な
い
。
．
以
上
要
す
る
に
、
本
文
に

三
綱
の
母
は
直
接
登
場
し
て
は
い
な
い
し
、
宮
の
北
の
方
を
登
場
さ
せ
て
、
三

家
と
親
王
、
道
綱
の
母
と
親
王
の
北
の
方
と
い
う
、
．
い
わ
ば
二
組
の
夫
婦
の
交

歓
の
物
見
と
読
む
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
日
記
文
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
作
者
の
体
験
な
い
し

は
見
聞
に
及
ん
だ
も
の
と
解
す
る
の
が
む
ろ
ん
常
識
的
で
あ
る
コ
し
か
し
章
明

親
王
と
の
歌
の
贈
答
の
場
合
、
作
者
と
だ
れ
か
と
の
贈
答
を
描
く
の
と
ま
っ
た

く
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
、
地
の
文
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
分
、
兼
家
と
作

者
と
が
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
描
き
方
の
延
長
と
し
て
、
襖

見
物
の
段
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
町
小
路
ま
で
親
王
を
誘

い
に
行
き
、
親
王
と
共
に
見
物
に
出
か
け
た
の
は
兼
家
一
人
で
、
道
綱
の
母
は

同
行
し
な
か
っ
た
。
兼
家
と
親
王
と
の
交
際
に
は
深
く
関
わ
っ
て
き
、
下
家
と

連
帯
感
を
持
っ
て
い
た
道
綱
の
母
は
、
同
行
し
た
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

行
か
な
い
の
が
む
ろ
ん
常
識
で
あ
る
。
帰
っ
て
き
た
兼
家
か
ら
根
掘
り
葉
掘
り

様
子
を
聞
き
、
共
感
し
、
自
己
の
体
験
へ
と
一
体
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
 
「
ま
つ
硯
こ
ひ
て
、
か
く
書
き
て
い
れ
た
り
」
の
主
語
は
兼
家
で
、

道
綱
の
母
は
こ
の
歌
の
詠
作
に
は
協
力
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
点
で
彼
女
は
歌

を
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
の
に
、
と
の
よ
う
な
表
現
で
、
次
に
良
家
の
歌
も
載

せ
て
い
る
。
そ
の
叙
述
方
法
を
少
し
拡
大
し
て
い
け
ば
、
 
「
例
の
宮
」
以
下
の

叙
述
は
、
作
者
が
同
行
し
な
く
て
も
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
そ
の
こ
と
を
↓
層
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
襖
見
物
に
続
く
、
・
章
明
親
王
と
の
歌

の
贈
答
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶
⊥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
過
ぎ
て
ぞ
、
例
の
宮
に
渡
り
給
へ
る
に
、
ま
み
り
た
れ

 
 
 
 
 
 
 
1
3

 
 
ば
、
去
年
も
姦
し
に
花
お
も
し
ろ
か
り
き
、
窪
む
ら
む
ら
し
げ
り
て
、
い

 
 
 
ほ
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
 
 
 
 
 
-
I
 
 
 
l

 
 
と
細
や
か
に
見
え
け
れ
ば
、
 
「
こ
れ
掘
り
わ
か
た
せ
た
ま
は
ば
、
す
こ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

 
 
給
は
ら
む
」
と
き
こ
え
お
き
て
し
を
、
ほ
ど
経
て
河
原
に
も
の
す
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7

 
 
も
ろ
と
も
な
れ
ば
、
「
こ
れ
ぞ
か
の
宮
か
し
」
な
ど
い
ひ
て
、
人
を
入
る
。

 
 
 
 
C

「
『
ま
み
ら
む
遇
す
る
に
折
な
き
。
類
の
あ
れ
ば
な
む
。

し
薄
き
こ
え
て
」
と
、
さ
ぶ
ら
は
む
人
に
言
へ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9

は
か
な
き
祓
な
れ
ば
、
ほ
ど
な
う
帰
り
た
る
に
、

 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

ば
、
見
れ
ば
、
長
櫃
と
い
ふ
も
の
に
、
う
る
は
し
う
掘
り
立
て
て
、

 
 
 
一
白
と
り
申
し

 
 
 
8

と
て
、
引
き
過
ぎ
ぬ
。

 
D
 
 
 
 
 
1
0

「
宮
よ
り
薄
」
と
い
へ

 
1
2

 
 
 
 
 
 
 
青
き

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
章
明
親
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関
係
三
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＼

 
 
 
1
3
 
 
 
 
 
 
1
4

色
紙
に
結
び
つ
け
た
り
。
見
れ
ば
、
か
く
そ
。

 
 
穂
に
出
で
ば
道
ゆ
く
人
も
招
く
べ
き
宿
の
す
す
き
を
ほ
る
が
わ
り
な

 
 
さ
 
 
 
 
 
 
一

い
と
を
，
か
し
う
も
、
こ
の
御
返
り
は
い
か
が
、
忘
る
る
ほ
ど
思
ひ
や
れ

ば
、
か
く
て
も
あ
り
な
む
。
さ
れ
ど
、
き
き
ざ
き
も
い
か
が
と
そ
お
ぼ
え

た
る
か
し
。

 
兼
家
と
忌
明
親
王
と
の
問
に
歌
の
贈
答
が
始
ま
っ
た
の
は
応
和
二
年
（
九
六

．
二
）
五
月
の
こ
と
で
、
喫
見
物
は
「
年
か
へ
り
て
」
応
和
三
年
四
月
、
こ
こ
は

そ
の
年
の
五
月
掛
六
月
頃
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
四
つ
の
会
話
文
（
A
～
b
）

と
、
多
く
の
動
詞
が
出
て
く
る
。
会
話
文
中
の
動
詞
と
時
間
や
植
物
を
主
語
に

し
た
も
の
を
省
い
て
傍
線
を
付
し
て
み
た
。
会
話
文
の
話
者
と
動
詞
の
主
語
・

主
格
に
つ
い
で
は
一
切
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
常
識
的
に
は
、
会
話

文
A
B
C
の
話
者
は
作
者
冥
道
綱
の
母
、
D
の
話
者
は
作
者
邸
の
侍
女
、
動
詞

の
主
語
・
主
格
は
、
1
・
1
2
・
1
3
が
宮
1
1
章
明
親
王
、
1
0
が
作
者
邸
の
侍
女
で

あ
る
の
を
除
け
ば
、
み
な
作
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
波
線
を

付
し
た
「
も
ろ
と
も
な
れ
ば
」
は
”
作
者
が
兼
家
と
”
も
ろ
と
も
に
な
の
だ
と

理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
従
来
か
ら
幾
つ
か
の
異
論
が
出
さ
れ

て
い
る
。
“
ま
ず
一
の
「
渡
り
給
へ
る
に
」
に
つ
い
て
、
 
『
全
講
」
は
「
宮
の
北

の
方
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
、
 
『
全
注
釈
』
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
と
な
る

と
、
1
2
・
1
3
も
章
明
親
王
の
北
の
方
の
行
為
で
あ
り
、
当
然
「
穂
に
出
で
ば
」

の
歌
の
作
者
も
、
親
王
の
北
の
方
と
な
っ
て
、
こ
の
段
が
道
綱
の
母
と
草
頭
親

王
の
北
の
方
と
の
交
情
を
語
っ
た
も
の
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
は
「
も
ろ

ど
も
な
れ
ば
」
で
あ
る
。
兼
家
と
一
緒
な
の
で
と
解
す
る
の
が
最
も
自
然
で
は

あ
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
会
話
文
B
「
こ
れ
ぞ
か
の
宮
か
し
」
が
解
し
に
く

く
な
る
。
引
用
し
た
文
の
最
初
の
方
の
「
例
の
宮
」
は
、
艘
見
物
の
段
に
出
て

く
る
．
「
例
の
宮
」
と
同
じ
で
、
本
稿
で
は
結
び
の
部
分
し
か
示
さ
な
か
っ
た
、

倫
寧
邸
の
雨
漏
り
に
関
わ
る
歌
の
贈
答
の
行
わ
れ
た
、

 
 
 
そ
の
こ
ろ
五
月
二
十
余
日
ば
か
り
よ
り
、
四
十
五
日
の
忌
た
が
へ
む
と

 
 
て
、
あ
が
た
あ
り
き
の
所
に
渡
り
た
る
に
、
宮
た
だ
垣
を
隔
つ
る
と
こ
ろ

 
 
に
渡
り
た
ま
ひ
て
あ
る
に
、
-
・
…

と
あ
る
、
倫
寧
邸
と
垣
を
隔
て
た
だ
け
の
邸
宅
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
ハ
作
者
も

兼
家
も
よ
く
知
っ
て
い
る
所
の
は
ず
で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
こ
れ
ぞ
か
の
宮
か
し
」

と
い
う
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。
そ
れ
で
、
 
「
新
釈
」
ど
そ
の
改
訂
本
の
『
新

注
釈
』
、
 
『
全
注
釈
」
は
、
兼
家
で
は
な
い
同
行
者
、
す
な
わ
ち
、
会
話
文
C

に
見
え
る
類
、
親
類
の
者
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
『
注
解
」
・
も
「
作
者
と
兼

山
の
他
に
連
れ
立
っ
て
い
た
親
類
の
者
な
ど
を
」
指
し
て
「
類
」
と
い
っ
て
い

る
と
考
え
、
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
全
集
」
で
は
一
歩
進
め
て
、

 
 
兼
家
と
作
者
と
が
同
行
し
て
い
た
の
で
、
例
の
ご
と
く
に
親
王
に
声
を
か

 
 
け
た
い
と
思
っ
た
。
こ
こ
も
君
家
が
主
体
で
、
作
者
が
影
の
よ
う
に
寄
り

 
 
添
う
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
時
は
他
に
連
れ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
人

-
 
に
「
こ
れ
が
例
の
宮
さ
ま
の
と
こ
ろ
だ
」
と
教
え
、
使
い
を
宮
邸
に
や
つ

 
 
て
挨
拶
を
す
る
だ
け
に
し
、
お
寄
り
せ
ず
に
失
礼
す
る
こ
と
わ
り
を
い
う

 
 
と
と
も
に
、
薄
の
こ
と
を
ま
た
頼
ん
だ
。

と
注
す
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
も
、
当
家
と
一
緒
で
、
他
に
作
者
と
親
し

い
知
人
が
同
行
し
て
い
た
と
見
て
い
る
。
 
『
講
義
」
と
そ
れ
を
改
訂
し
た
『
全

心
」
の
よ
う
に
、
兼
家
と
一
緒
と
す
る
矛
盾
解
消
の
一
方
法
と
し
て
、
会
話
文

D
を
従
者
に
い
う
口
ぶ
り
と
解
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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1
の
「
渡
り
給
へ
る
」
を
親
王
の
北
の
方
の
行
動
と
考
え
る
の
は
、
襖
見
物

の
条
の
「
う
へ
」
を
「
う
べ
」
で
は
な
く
「
上
」
 
（
北
の
方
）
と
解
す
る
こ
と

と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
章
明
親
王
相
手
だ
と
、
道
綱
の
母
が
正
面
に
出
過

ぎ
て
い
て
お
か
し
い
と
い
う
思
い
が
深
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
道
綱

の
母
が
章
養
親
至
善
に
行
っ
た
り
、
邸
前
を
通
る
と
き
に
わ
ざ
わ
ざ
人
を
遣
っ

て
、
会
話
文
C
の
よ
う
に
、

 
 
．
ま
み
ら
む
と
す
る
に
折
な
き
。
類
の
あ
れ
ば
な
む
。

な
ど
と
い
う
伝
言
を
さ
せ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
不
自
然
だ
と
い
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
本
家
と
作
者
の
一
体
化
し

た
構
文
の
理
解
で
き
な
か
っ
た
『
解
環
』
は
、
親
王
へ
の
歌
を
す
べ
て
道
書
の

、
母
の
作
と
読
ん
だ
た
め
、
途
方
に
く
れ
て
い
る
よ
う
で
、
「
み
だ
れ
糸
の
」
の
歌

で
始
ま
る
最
初
の
贈
答
の
件
り
で
は
兵
部
卿
の
宮
が
誰
か
も
考
え
ら
れ
ず
「
女

君
と
の
御
中
ら
ひ
の
其
贈
答
の
お
も
む
き
は
か
り
知
り
が
た
し
。
強
て
不
レ
食

し
て
姑
か
き
お
く
の
み
」
と
匙
を
投
げ
、
次
の
雨
漏
り
に
関
わ
る
段
の
「
宮
」

に
は
何
と
中
宮
安
子
を
充
て
て
い
る
。
親
王
の
恋
歌
に
始
ま
る
贈
答
は
、
作
者

と
兼
家
と
解
し
、
こ
こ
で
の
宮
に
は
ま
た
中
宮
を
充
て
る
の
で
あ
る
。
道
綱
の

母
と
男
性
（
親
王
）
の
交
際
と
し
て
は
理
解
し
え
な
か
っ
た
た
め
略
、
あ
る
で

あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
申
宮
説
な
ど
今
日
で
は
全
く
か
え
り
み
ら
れ
な
い
の
だ

が
、
宮
の
北
の
方
を
こ
こ
に
想
定
す
る
の
も
、
や
は
り
成
り
立
ち
え
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
は
あ
く
ま
で
「
宮
」
で
あ
っ
て
、
 
「
宮
の
上
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
さ
き
に
述
べ
た
不
自
然
さ
は
依
然
残
る
。

 
 
「
も
ろ
と
も
な
れ
ば
」
は
、
ど
う
考
え
て
も
兼
家
と
一
緒
で
あ
る
こ
と
を
語

 
っ
，
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
で
は
「
も
ろ
と

も
」
は
二
，
十
五
の
吊
例
を
数
え
る
。
そ
の
内
地
の
文
は
九
例
、
他
は
会
話
文
の

中
の
用
例
な
の
だ
が
、
多
く
の
場
合
誰
と
一
緒
か
は
文
脈
の
上
か
ら
容
易
に
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
と
一
緒
か
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
み
な
兼
営

と
一
緒
で
あ
っ
た
と
読
め
る
。
雨
漏
り
に
関
わ
る
親
王
と
の
歌
の
贈
答
で
、

 
 
「
さ
も
け
し
か
ら
ぬ
御
さ
ま
か
な
」
な
ど
い
ひ
つ
つ
、
も
ろ
と
も
に
見
る
。

と
あ
る
の
は
前
に
見
た
が
、
そ
の
少
し
後
、
・
道
綱
の
母
が
加
持
と
避
暑
を
兼
ね

て
山
寺
に
籠
っ
た
記
事
の
、

 
 
…
も
ろ
と
も
に
見
て
、
あ
は
れ
が
り
も
笑
ひ
も
す
。

は
、
兼
家
が
同
行
し
た
と
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
む
ろ
ん
長
家
と
一
緒
な

の
で
あ
っ
た
。
蓋
明
親
王
と
の
交
情
の
記
事
に
は
さ
ま
れ
た
こ
の
段
で
は
、
今

度
は
兼
家
を
作
者
と
一
．
体
化
さ
せ
て
、
 
「
例
も
も
の
す
る
山
寺
へ
登
る
」
が
、

作
者
の
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
兼
家
の
行
為
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

も
、
作
者
は
三
家
と
連
れ
立
っ
て
河
原
へ
出
か
け
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
手
綱

の
母
が
近
家
に
強
引
に
鳴
滝
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
た
と
き
、
彼
女
の
妹
が
二
人
の

車
に
同
乗
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
緊
急
の
こ
と
で
も
あ
り
、
 
「
暗
け
れ
ば
あ
へ

な
む
」
と
い
う
わ
け
で
、
兼
職
と
作
者
の
車
に
同
乗
す
る
「
類
」
は
考
え
に
く

い
b
、
従
者
に
「
こ
れ
ぞ
例
の
宮
か
し
」
と
声
を
掛
け
た
と
い
う
の
も
、
車
外

の
従
者
に
声
を
掛
け
る
な
ど
考
え
に
く
い
し
、
同
乗
し
て
い
る
侍
女
な
ら
作
者

同
様
宮
邸
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
h
知
人
や
従
者
が
こ
こ
に
出
て
く
る
い
わ
れ
，

は
な
い
。
上
村
悦
子
氏
の
『
解
釈
大
成
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
父
倫
寧

邸
に
来
て
以
来
道
綱
の
母
は
外
出
せ
ず
、
心
落
そ
の
も
の
は
知
ら
な
い
と
見
て

よ
い
。
父
邸
の
隣
と
い
っ
て
も
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異

る
。
宮
邸
は
広
大
で
あ
ろ
う
し
、
近
所
を
散
歩
す
る
わ
け
で
も
な
い
道
綱
の
母

に
は
、
三
遍
と
接
す
る
反
対
の
方
か
ら
見
た
場
合
、
七
重
は
既
知
の
も
の
で
は

な
い
。
 
「
こ
れ
ぞ
か
の
宮
か
し
」
は
道
綱
の
母
と
兼
家
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
て

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
章
明
親
王
関
係
諸
段
考
 
-
三
綱
母
と
兼
家
と
の
一
体
化
表
現
1
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も
お
か
し
く
な
い
会
話
で
、
そ
れ
も
、
兼
家
が
妻
に
教
え
る
口
調
で
あ
ろ
う
。

『
全
集
」
の
い
う
よ
う
に
、
兼
家
が
主
体
で
あ
る
、
そ
し
て
並
家
と
一
緒
の
外

出
で
あ
れ
ば
、
 
「
ま
み
ら
む
と
す
る
に
折
な
き
…
…
」
な
ど
と
宮
邸
に
言
い
入

れ
る
の
は
。
兼
家
を
お
い
て
他
に
な
い
。
こ
れ
は
下
家
の
言
辞
と
し
て
こ
そ
ふ

さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
7
「
入
る
」
 
・
8
「
引
き
過
ぎ
ぬ
」
・
9
「
帰
り
た

る
」
・
・
1
1
・
1
4
の
「
見
れ
ば
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
明
親
王
関
係
の
諸
段
の
例

の
よ
う
に
、
厨
家
の
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
者
道
綱
の
母
の
行
為
で
も
あ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
読
む
な
ら
ば
、
2
「
ま
み
り
」
の
主
語
・
会
話

文
A
の
話
者
も
兼
家
一
宮
邸
に
行
き
、
薄
の
根
分
け
を
頼
ん
だ
の
も
兼
家
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
主
語
が
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
普

通
は
行
為
の
主
体
は
作
者
道
綱
の
母
と
読
む
し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な
兼
家
と
一
体
化
し
た
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、

こ
の
場
合
作
者
は
宮
邸
に
同
行
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
が
行
っ
て

頼
ん
だ
か
の
よ
う
な
表
現
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
・
「
去
年
も
値
し
に
花

お
も
し
ろ
か
り
き
」
め
花
が
桜
か
秋
の
花
か
は
と
も
か
く
、
 
「
呈
し
」
の
主
語

は
お
そ
ら
く
作
者
で
、
彼
女
は
父
母
の
隣
の
宮
邸
の
植
物
に
関
心
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
関
心
を
兼
家
は
知
っ
て
い
て
薄
の
根
分
け
を
頼
ん

だ
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
、
そ
う
で
、
あ
れ
ば
、
兼
家
の
依
頼
は
僧
綱
の

母
の
依
頼
で
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
一
体
化
表
現
も
こ
れ
ま
で
の
例
の
延

長
線
上
で
把
握
し
う
る
の
で
あ
る
。

 
『
和
泉
式
部
日
記
」
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
作
者
の
見
聞
の
外
ま
で

を
経
験
性
を
も
っ
て
描
く
い
わ
ゆ
る
超
越
的
視
点
の
芽
生
え
が
、
 
『
か
げ
ろ
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

の
旧
記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
鈴
木
一
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
述
べ
た
よ
う
な
兼
家
と
の
一
体
化
表
現
も
、
時
に
は
体
験
の
範
囲
外
の
こ

と
ま
で
を
も
体
験
し
た
か
の
ご
と
く
描
く
こ
と
が
あ
り
、
 
一
種
の
超
越
的
視
点

に
よ
る
手
法
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
主
観
的
、
主
情
的
表
現
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

は
お
そ
ら
く
は
手
法
と
し
て
意
図
的
に
採
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
で
初

め
て
、
み
ず
か
ら
の
身
の
上
や
そ
の
時
々
の
思
い
を
仮
名
文
で
綴
か
だ
し
た
道

綱
の
母
が
、
自
己
の
体
験
や
思
い
を
語
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
文
体
を
獲
得
す
る

に
至
る
過
程
で
の
、
暗
申
模
索
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

し
て
、
歳
霜
を
経
、
は
か
な
き
身
の
上
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
執
筆
時
点
で
な

お
、
三
綱
の
母
に
こ
の
よ
う
な
兼
家
と
の
一
体
化
表
現
が
な
さ
れ
た
の
は
、
あ
・

の
時
の
幸
福
感
や
一
体
感
が
な
お
彼
女
の
申
で
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
す

と
共
に
、
幸
福
な
日
々
を
も
作
品
世
界
の
中
で
は
大
切
に
す
る
と
い
う
、
道
綱

の
母
の
作
品
形
成
の
方
法
の
重
要
な
部
分
を
も
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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