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堤

和

博

は
じ
め
に

前
稿
「
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
桃
の
節
供
の
折
を
逸
し
た
贈
答
歌
」

（

１

）

に
引
き
続
き
、
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
三
年
目
の
桃
の
節
供
の
日
と
そ
の

翌
日
の
様
子
を
描
い
た
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
論
述
の
都
合
上
、
ま
た
、

後
に
引
用
す
る
部
分
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
必
要
上
、
こ
の
場
面
を

Ⓐ
と
す
る
。

（

２

）

Ⓐ

年
か
へ
り
て
、
三
月
ば
か
り
に
も
な
り
ぬ
。
桃
の
花
な
ど
や

①

取
り
設
け
た
り
け
む
。
待
つ
に
見
え
ず
。
い
ま
ひ
と
か
た
も
、
例

②

③

は
立
ち
去
ら
ぬ
心
ち
に
、
け
ふ
ぞ
見
え
ぬ
。
さ
て
、
四
日
の
つ
と

④

め
て
ぞ
、
み
な
見
え
た
る
。
昨
夜
よ
り
待
ち
暮
ら
し
た
る
者
ど
も
、

⑤

「
直
あ
る
よ
り
は
」
と
て
、
こ
な
た
か
な
た
、
取
り
出
で
た
り
。
心⑥

ざ
し
あ
り
し
花
を
折
り
て
、
内
の
か
た
よ
り
あ
る
を
見
れ
ば
、
心

⑦

⑧

た
ゞ
に
し
も
あ
ら
で
、
手
習
ひ
に
し
た
り
。

⑨

待
つ
ほ
ど
の
き
の
ふ
す
き
に
し
花
の
え
は
け
ふ
折
る
こ
と
ぞ

か
ひ
な
か
り
け
る

（

・
道
綱
母
）

29

と
書
き
て
、
よ
し
や
、
憎
き
に
、
と
思
ひ
て
、
隠
し
つ
る
け
し
き

⑩

1



を
見
て
、
奪
ひ
取
り
て
、
返
し
し
た
り
。

三
千
年
を
見
つ
べ
き
み
に
は
年
ご
と
に
す
く
に
も
あ
ら
ぬ
花

と
知
ら
せ
む

（

・
兼
家
）

30

と
あ
る
を
、
い
ま
ひ
と
か
た
に
も
聞
き
て
、

花
に
よ
り
す
く
て
ふ
こ
と
の
ゆ
ゝ
し
き
に
よ
そ
な
が
ら
に
て

暮
ら
し
て
し
な
り

（

・
為
雅
）

31

前
稿
で
は
Ⓐ
の
中
の
三
首
の
和
歌
の
解
釈
を
考
え
た
。
そ
の
際
、
特

に
波
線
部
「
す
き
（
く
）
」
の
掛
詞
の
問
題
に
十
分
注
意
し
た
。
本
稿

で
は
、
種
々
の
徴
証
か
ら
類
推
さ
れ
る
当
時
の
状
況
な
ど
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
主
と
し
て
地
の
文
に
あ
た
る
部
分
の
解
釈
を
考
え
、
前
稿
で

検
討
し
た
和
歌
の
解
釈
と
併
せ
て
、
Ⓐ
に
描
か
れ
る
場
面
の
実
態
の
究

明
に
努
め
、
Ⓐ
が
持
つ
意
義
な
ど
に
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。

一

ま
ず
、
①
か
ら
②
③
に
か
け
て
を
考
察
す
る
。
①
の
中
で
助
動
詞
「
け

む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
気
に
掛
か
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
検
討
し
た

い
。
『
対
訳
』
で
は
「
執
筆
時
に
明
確
な
記
憶
が
な
い
の
で
、
次
の
歌

、
、
、

（

３

）

か
ら
、
こ
れ
か
れ
だ
っ
た
の
か
と
推
量
し
た
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

、
、

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
結
婚
し
た
年
の
秋
の
こ
と
を
描
く
次
の
記
述
に

な
ら
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
。

又
、
程
経
て
、
見
え
怠
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
頼
め
と
や
漏
る
を
見
る

見
る

（

・
道
綱
母
）

18

「
け
む
」
の
直
後
に
自
歌
が
書
か
れ
て
あ
り
、
「
け
む
」
の
直
前
の

事
柄
を
残
さ
れ
て
い
る
自
歌
か
ら
推
量
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
翻

っ
て
Ⓐ
で
は
、
歌
の
内
容
と
「
け
む
」
の
直
前
の
内
容
は
合
う
が
、「
け

む
」
と
歌
と
の
間
は
比
較
的
遠
く
、
そ
の
間
に
は
歌
に
至
る
ま
で
の
細

か
い
事
柄
も
書
か
れ
て
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
「
け
む
」

の
直
前
の
事
柄
を
次
の
歌
か
ら
推
量
し
た
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
『
全
注
釈
』
が
「
そ
の
時
桃
の
花
な
ど
を
飾
っ
た
で
あ
ろ
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う
か
、
そ
う
し
た
と
思
う
が
…
…
と
、
不
確
か
な
記
憶
を
た
ど
っ
て
い

る
。
」
（
…
…
は
原
文
）
と
、
歌
と
は
関
係
な
し
に
説
明
す
る
の
が
当

を
得
て
い
る
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
「
不
確
か
な
記
憶
」
な
の
は
、

道
綱
母
自
身
が
桃
の
節
供
の
準
備
全
般
を
命
じ
た
り
取
り
仕
切
っ
た
り

し
た
の
で
は
な
く
侍
女
達
が
自
発
的
に
や
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
一
応
説

明
が
つ
く
。
侍
女
達
が
自
発
的
に
や
っ
た
の
は
、
⑤
の
記
述
と
も
整
合

す
る
。

し
か
し
⑤
も
含
め
て
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
旧
稿

（

４

）

で
確
認
し
た
事
柄
な
の
だ
が
、
こ
の
頃
の
道
綱
母
の
侍
女
に
は
道
綱
母

の
意
向
を
汲
ん
で
の
言
動
が
目
立
つ
点
で
あ
る
。
道
綱
母
は
桃
の
節
供

の
宴
を
期
待
し
て
お
り
、
ま
た
実
は
四
日
に
な
っ
て
一
日
遅
れ
で
も
宴

を
や
り
た
が
っ
て
い
て
、
そ
ん
な
道
綱
母
の
意
向
を
侍
女
達
が
汲
み
取

っ
て
の
①
乃
至
⑤
の
行
動
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
⑤
な
ど

は
、
「
昨
夜
よ
り
待
ち
暮
ら
し
た
る
者
ど
も
」
で
侍
女
達
を
指
し
て
お

り
、
あ
た
か
も
侍
女
達
自
身
が
宴
を
や
り
た
が
っ
て
い
て
自
分
た
ち
の

意
思
で
宴
の
準
備
を
始
め
た
か
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
、
侍
女
達
が

道
綱
母
の
意
向
に
は
拘
わ
ら
ず
に
そ
ん
な
風
に
事
を
運
ぶ
と
は
想
定
し

に
く
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
特
に
⑥
に
つ
い
て
見
る
と
、
準
備
を
全
般
的
に
は
侍
女
達
が

や
っ
た
と
し
て
も
⑥
の
「
心
ざ
し
あ
り
し
花
」
は
作
者
の
や
っ
た
こ
と

で
あ
り
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
検
討
す
る
）
、
こ
こ
が
確
か
な

記
憶
で
あ
る
よ
う
な
の
と
①
が
「
不
確
か
な
記
憶
」
で
あ
る
と
い
う
の

と
は
齟
齬
を
来
す
で
あ
ろ
う
。

話
が
錯
綜
し
て
き
た
が
、
以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
に
、
実
質
的
に

事
を
進
め
た
の
は
侍
女
達
だ
と
し
て
も
①
も
や
は
り
実
際
に
は
「
不
確

か
な
記
憶
」
で
は
な
く
、
わ
ざ
と
「
け
む
」
を
使
っ
て
書
い
て
い
る
と

み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
そ
ん
な
書
き
方
を
す
る
の
か
。
そ
れ

は
⑤
も
含
め
て
言
わ
ば
傍
観
者
的
に
記
述
し
た
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
て
直
後
の
②
を
見
る
と
、
こ
こ
で
は
珍
し
く
正
直
な

（

５

）

気
持
ち
を
直
截
に
吐
露
し
て
い
る
。
そ
ん
な
期
待
感
を
な
る
べ
く
弱
め

た
い
記
述
が
①
の
「
け
む
」
や
⑤
の
書
き
方
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
れ
が
②
や
⑥
で
は
正
直
な
気
持
ち
の
方
が
表
に
出
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
道
綱
母
は
兼
家
の
来
訪
を
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下
待
ち
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
次
に
注
意
し
た
い
。
侍
女

達
も
そ
ん
な
道
綱
母
の
気
持
ち
を
何
も
言
わ
れ
な
い
ま
ま
忖
度
し
て
準

備
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
私
は
Ⓐ
を
読
ん
で
、
兼
家
が
節

供
の
日
の
来
訪
を
約
束
し
て
い
た
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
よ
く

読
ん
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
約
束
が
あ
っ
た
の
な
ら
、

当
然
道
綱
母
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
花
の
準
備
が
な
さ

れ
る
の
も
当
然
で
、
「
け
む
」
の
使
用
に
は
無
理
が
あ
る
。
節
供
の
日

の
兼
家
の
来
訪
を
道
綱
母
あ
る
い
は
道
綱
母
邸
の
皆
が
、
何
も
言
わ
れ

な
い
ま
ま
期
待
し
て
い
た
の
が
真
相
で
、
そ
こ
に
「
け
む
」
を
使
用
す

る
余
地
が
生
じ
た
と
目
さ
れ
る
。
③
の
記
述
を
見
て
も
、
為
雅
も
約
束

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
来
て
い
る
為
雅
な
ら
節
供

の
日
の
来
訪
は
兼
家
以
上
に
期
待
さ
れ
た
、
で
も
来
な
か
っ
た
、
と
読

み
取
れ
る
。
兼
家
に
し
て
も
為
雅
に
し
て
も
、
特
に
兼
家
に
つ
い
て
は
、

来
訪
を
約
束
し
て
い
た
の
な
ら
、
も
っ
と
違
っ
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

二

こ
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
論
を
④
に
進
め
る
。
②
③
で
は
、
約

束
の
な
い
ま
ま
来
訪
を
下
待
ち
に
し
て
い
た
が
そ
の
期
待
が
外
れ
て
が

っ
か
り
と
い
う
様
子
が
想
像
さ
れ
る
が
、
と
す
る
と
、
④
で
は
一
転
し

て
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
Ⓐ
を
分
析

す
る
諸
注
釈
書
は
、
節
供
の
日
に
兼
家
が
来
な
か
っ
た
道
綱
母
の
期
待

外
れ
感
や
腹
立
た
し
さ
を
強
調
す
る
。
当
時
の
貴
族
が
（
特
に
女
性
貴

族
が
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
〝
折
〟
を
大
切
に
し
て
い
た
の
を

思
う
と
、
な
る
ほ
ど
道
綱
母
に
期
待
外
れ
感
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で

（

６

）

も
Ⓐ
に
お
い
て
は
、
嬉
し
さ
の
方
が
少
な
く
と
も
④
の
時
点
で
は
強
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
道
綱
母
の
気
持
ち
が
既
に
触
れ

た
⑤
の
侍
女
達
の
行
動
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
読
み
取
り
と
推
論
を
た
す
け
る
た
め
に
、
兼
家
が
三
日
に
何
を

し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
『
全
注

釈
』
の
考
察
が
参
考
に
な
る
。
『
全
注
釈
』
は
当
時
の
三
月
三
日
の
宮

中
に
お
け
る
御
燈
の
儀
と
曲
水
の
宴
に
関
す
る
記
録
に
あ
た
り
、
か
つ
、

兼
家
詠
で
飲
酒
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
の
年
宮
中

堤　　　和　博 4



で
曲
水
の
宴
が
行
わ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
前
稿
で
示
し
た
兼
家
詠

に
対
す
る
私
解
か
ら
す
る
と
兼
家
詠
が
昨
晩
の
曲
水
の
宴
に
言
及
し
て

い
る
と
は
考
え
難
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
御
燈
の

儀
か
曲
水
の
宴
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
儀
式
が
延
び
た
か
そ
の
終
了

後
引
き
続
き
帰
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
来
訪
が
翌
朝
に
ず
れ
込
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
。
為
雅
も
同
じ
状
況
下
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
兼
家
同
様
翌

朝
に
訪
れ
て
い
る
の
も
納
得
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
兼
家
も
為
雅
も
、

も
と
も
と
三
日
に
来
る
つ
も
り
で
、
四
日
の
朝
に
は
宮
中
か
ら
直
接
来

た
と
想
定
さ
れ
る
。

官
人
で
あ
る
兼
家
の
妻
と
し
て
、
道
綱
母
も
か
か
る
事
情
を
理
解
で

き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
Ⓐ
の
前
年
の
冬
に
道
綱
母
が
兼
家
を

門
前
払
い
に
し
て
『
百
人
一
首
』
に
載
る
有
名
歌
（

番
）
を
詠
み
贈

27

る
場
面
を
取
り
上
げ
て
、
渡
辺
久
寿
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
に

着
目
し
た
い
。

（

７

）

道
綱
母
は
不
愉
快
そ
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
常
識
的
に
は
、
兼

家
が
「
夕
さ
り
つ
か
た
、
『
内
裏
に
の
が
る
ま
じ
か
り
け
り
』
と

て
出
づ
る
」
こ
と
は
、
官
人
の
立
場
上
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
夕
方
か
ら
急
に
出
仕
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
事
態
も
当

然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
尋
常
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が

理
解
で
き
ぬ
妻
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
道
綱
母
が
、
し
か
し
な
が

ら
「
心
得
で
、
人
を
つ
け
て
見
す
れ
ば
」
と
い
う
行
動
に
出
た
の

は
、
別
に
血
迷
っ
た
か
ら
で
も
な
く
、
何
と
も
理
解
で
き
な
い
、

疑
惑
を
誘
っ
て
や
ま
ぬ
兼
家
の
不
審
に
彩
ら
れ
た
態
度
ゆ
え
で
あ

っ
た
と
解
す
ほ
か
は
な
い
。
（
波
線
は
引
用
者
）

特
に
波
線
部
な
ど
に
私
も
同
感
で
、
Ⓐ
の
状
況
下
に
お
い
て
も
道
綱

母
は
兼
家
の
官
人
と
し
て
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
よ
し
ん
ば
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
想
像
を
逞
し
く
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
年
嵩
の
女
房
な
ど
が
②
に
あ
た
る
頃
に
「
今
晩
は

儀
式
が
延
び
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
言
っ
て
慰
め
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
前
々
年
の
十
二
月
、
横
川
に
登
山
し
た
兼
家
か
ら
雪
に

降
り
込
め
ら
れ
て
下
山
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
手
紙
が
き
て
道
綱
母

が

番
歌
を
詠
む
記
事
が
あ
る
。
諸
注
釈
書
の
指
摘
の
通
り
『
扶
桑
略

23
記
』
な
ど
か
ら
す
る
と
、
兼
家
は
法
華
八
講
を
聴
聞
す
る
父
師
輔
に
従

『蜻蛉日記』上巻の桃の節供の日とその翌日の場面5



っ
て
登
山
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
事
情
に
は
一
切
触

れ
て
い
な
い
。
兼
家
が
な
ぜ
来
な
い
の
か
ま
た
は
来
ら
れ
な
い
の
か
、

そ
の
理
由
に
道
綱
母
あ
る
い
は
『
蜻
蛉
日
記
』
は
一
々
関
心
を
示
さ
な

い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
の
書
か
れ
て
い
な
い

事
情
に
も
要
注
意
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
、
道
綱
母
に
と
っ
て
四
日
の
朝
に
な
っ

て
か
ら
や
っ
て
来
た
兼
家
の
態
度
は
、
誠
実
な
も
の
と
し
て
む
し
ろ
喜

ば
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
よ
う

な
喜
ば
し
い
気
持
ち
に
は
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
銘
記
し
て
お
き
た

い
。

三

⑤
に
は
既
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
続
い
て
⑥
⑦
の
検
討
に
移
る
。
⑥

⑦
に
言
及
す
る
諸
注
釈
書
を
見
る
に
、
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
見
方

が
あ
る
。
多
数
意
見
は
、
〈
道
綱
母
が
心
積
も
り
し
て
い
た
桃
の
花
を

侍
女
が
折
っ
て
（
⑥
）
侍
女
が
邸
の
奥
の
方
か
ら
持
っ
て
き
た
の
を
見

る
と
（
⑦
）
〉
、
と
と
る
。
他
方
、
〈
兼
家
が
心
積
も
り
し
て
い
た
桃
の

花
を
宮
中
で
折
っ
て
（
⑥
）
宮
中
の
方
か
ら
持
っ
て
き
た
の
を
見
る
と

（
⑦
）
〉
、
と
と
る
説
も
あ
る
。

ど
ち
ら
か
に
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
幾
つ
か
の
観
点
か
ら
考
え

て
み
る
。
ま
ず
、
⑤
の
終
わ
り
の
方
か
ら
の
続
き
具
合
を
見
る
と
、
前

者
の
解
が
自
然
で
あ
る
。
後
者
で
と
る
と
す
る
と
、
⑤
と
⑥
の
間
に
「
一

（

８

）

方
兼
家
は
と
い
う
と
」
ぐ
ら
い
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま

た
、
⑥
で
「
心
ざ
し
あ
り
し
花
」
と
回
想
の
助
動
詞
「
き
」
が
用
い
ら

、

れ
て
い
る
が
、
こ
の
助
動
詞
の
使
用
も
前
者
で
解
し
た
方
が
自
然
な
用

法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
三
月
に
は
桃
の
花
を
持
っ
て
行
こ
う
と
か

ね
て
言
わ
れ
て
い
た
」
と
解
す
る
『
大
系
』
に
よ
れ
ば
、
「
き
」
が
用

い
ら
れ
て
い
て
お
か
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
「
か
ね
て
言
わ

れ
て
い
た
」
な
ど
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
苦
し
い
で
あ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
や
は
り
多
数
意
見
に
従
っ
て
前
者
で
と
る

の
が
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
一
方
⑦
の
中
の
「
内
」
は
「
内
裏
」
と
解
す

る
方
が
自
然
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
内
」
を
〈
奥
〉
と
と
れ

（

９

）
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る
例
が
な
い
か
と
探
す
と
、
下
巻
九
七
四
年
四
月
の
記
事
に
次
の
用
例

が
見
出
せ
る
。
兼
家
の
異
母
弟
遠
度
が
来
訪
し
て
「
助
」
（
道
綱
）
と

会
す
る
場
面
で
あ
る
。

助
と
物
語
忍
び
や
か
に
し
て
、
さ
く
に
扇
の
打
ち
当
た
る
音
ば
か

り
時
々
し
て
ゐ
た
り
。
内
に
音
な
う
て
、
や
ゝ
久
し
け
れ
ば
、
助

に
、
「
『
一
日
、
か
ひ
な
う
て
ま
か
で
に
し
か
ば
、
心
も
と
な
さ

に
な
む
』
と
聞
え
給
へ
」
と
て
入
れ
た
り
。「
早
う
」
と
い
へ
ば
、

ゐ
ざ
り
寄
り
て
あ
れ
ど
、
と
み
に
物
も
い
は
ず
。
内
よ
り
、
は
た
、

ま
し
て
音
な
し
。

こ
の
場
面
で
の
遠
度
・
道
綱
・
道
綱
母
の
位
置
に
つ
い
て
は
曖
昧
で

（
道
綱
母
の
側
に
は
養
女
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
、
複
数
の
捉
え
方
が

あ
る
。
そ
の
う
ち
、
廂
で
対
座
す
る
道
綱
と
遠
度
に
対
し
て
道
綱
母
は

母
屋
に
い
る
と
み
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
後
で
道
綱
母
が
簀
子

（
１
０
）

の
明
か
り
が
消
え
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
て
狼
狽
え
る
描
写
が
あ
る

が
、
こ
れ
も
道
綱
母
が
母
屋
に
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る

（
１
１
）

と
、
母
屋
を
「
内
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

翻
っ
て
Ⓐ
で
は
、
ま
た
憶
測
だ
が
、
夕
べ
は
母
屋
で
宴
を
や
る
予
定

だ
っ
た
の
が
、
夜
が
明
け
て
兼
家
が
座
す
る
廂
に
場
所
が
移
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
よ
っ
て
、
母
屋
の
方
か
ら
廂
に
花
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
た

と
い
う
の
が
「
内
の
か
た
よ
り
あ
る
」
で
あ
ろ
う
。『
全
注
釈
』
が
「
作

者
の
い
る
位
置
は
、
廂
あ
た
り
か
。
」
と
類
推
す
る
の
が
、
当
を
得
て

い
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
引
い
た
遠
度
来
訪
の
場
面
は
〝
物
語
的
〟
と
も
特

徴
づ
け
ら
れ
る
遠
度
が
養
女
に
求
婚
し
て
く
る
話
の
最
初
の
方
に
あ
た

る
。
『

全
集
』
が
「
内
に
音
な
う
て
」
の
「
内
」
に
対
し
て
、
「
作
者

新編

の
い
る
部
屋
の
中
か
ら
声
が
し
な
い
。
「
こ
こ
に
音
せ
で
」
と
せ
ず
に

「
う
ち
に
音
な
う
て
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
遠
度
の
視
点
に
な
り
、

そ
れ
だ
け
物
語
的
表
現
に
近
い
。
」
と
注
し
て
い
る
の
は
、
的
確
な
指

摘
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
Ⓐ
で
は
勿
論
道
綱
母
の
視
点
に
立
ち
、
物

語
的
な
遠
度
の
求
婚
の
場
面
で
は
遠
度
の
視
点
に
立
っ
て
、
視
点
人
物

の
座
す
る
廂
か
ら
母
屋
を
「
内
」
と
称
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。以

上
、
⑥
⑦
の
書
き
方
や
⑤
か
ら
⑥
へ
の
続
き
具
合
な
ど
を
勘
案
す

れ
ば
、
折
り
取
ら
れ
た
花
は
兼
家
が
宮
中
か
ら
持
っ
て
き
た
の
で
は
な
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く
、
道
綱
母
邸
で
道
綱
母
が
用
意
し
て
い
た
物
で
あ
る
可
能
性
が
よ
り

高
い
。

四

そ
の
花
を
見
て
⑧
の
心
境
に
な
っ
て
歌
を
「
手
習
ひ
」
に
し
た
と
⑨

で
言
う
の
で
あ
る
。
⑧
で
の
道
綱
母
の
心
境
を
考
え
る
た
め
に
も
先
に

⑨
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

当
時
如
何
な
る
場
合
に
歌
を
「
手
習
ひ
」
に
す
る
の
か
。
現
実
に
は

『
斎
宮
女
御
集
』
、
物
語
で
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
幾
つ
も
例
が
あ

る
の
で
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
帰
納
的
に
判
断
し
た
結
果
を
当
て
嵌
め
る

の
が
原
則
的
な
方
法
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
綱
母
自
身
の
例
は
一

例
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
る
と
帰
納
的
な
結
果
と
は
齟
齬
す
る

よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
道
綱
母
自
身
の
一
例
は
上
巻
後
半
九
六
六
年

五
月
に
あ
る
。

（
１
２
）

「
今
年
は
節
き
こ
し
め
す
べ
し
」
と
て
、
い
み
じ
う
さ
わ
ぐ
。
い

か
で
見
む
と
思
ふ
に
、
所
ぞ
な
き
。
「
見
む
と
思
は
ば
」
と
あ
る

を
聞
き
は
さ
め
て
、
「
双
六
う
た
む
」
と
い
へ
ば
、
「
よ
か
な
り
。

物
見
つ
く
の
ひ
に
」
と
て
、
目
か
ち
ぬ
。
喜
び
て
、
さ
る
べ
き
さ

ま
の
こ
と
ど
も
し
つ
ゝ
、
宵
の
間
、
静
ま
り
た
る
に
、
硯
引
き
寄

せ
て
、
手
習
ひ
に
、

あ
や
め
草
生
ひ
に
し
数
を
数
へ
つ
ゝ
引
く
や
五
月
の
せ
ち
に

待
た
る
ゝ

（

・
道
綱
母
）

99

と
て
、
さ
し
や
り
た
れ
ば
、
う
ち
笑
ひ
て
、

隠
れ
沼
に
生
ふ
る
数
を
ば
誰
か
知
る
あ
や
め
知
ら
ず
も
待
た

る
な
る
か
な

（

・
兼
家
）

100

と
い
ひ
て
、
見
せ
む
の
心
あ
り
け
れ
ば
、
宮
の
御
桟
敷
の
一
続
き

に
て
二
間
あ
り
け
る
を
、
分
け
て
、
め
で
た
う
し
つ
ら
ひ
て
、
見

せ
つ
。

五
月
の
節
会
見
物
に
桟
敷
を
用
意
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
、
兼
家
と

双
六
で
勝
負
し
て
勝
ち
、
喜
ん
で

番
歌
を
「
手
習
ひ
」
に
し
、
こ
こ

99

で
は
兼
家
に
「
さ
し
や
り
た
れ
ば
」
と
言
う
。
兼
家
も
「
う
ち
笑
ひ
て
」

番
歌
を
返
し
て
い
る
か
ら
、
明
る
さ
に
満
ち
た
場
面
で
あ
る
。
そ
れ

100で
、
道
綱
母
の
歌
を
見
る
と
、
結
句
に
あ
る
「
せ
ち
に
」
は
、
副
詞
「
切
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に
」
と
節
会
の
節
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
掛
詞

は
他
に
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
副
詞
の
方
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
口

語
的
な
言
い
回
し
だ
と
言
え
よ
う
。

一
例
か
ら
導
き
出
す
の
は
勿
論
危
険
で
は
あ
る
が
、
道
綱
母
が
歌
を

「
手
習
ひ
」
に
書
く
の
は
、
明
る
い
場
面
で
歌
も
口
語
的
な
掛
詞
な
ど

（
１
３
）

を
用
い
た
も
の
を
詠
む
場
合
だ
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
Ⓐ
の
「
手
習
ひ
」
に
も
当
て
嵌
め
よ
う
と
す
る
と
、

番
歌

29

を

番
歌
と
は
正
反
対
に
⑩
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と

99
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
、
「
憎
き
に
」
に
対
し
て
『
抄
』
が
「
こ

の
歌
の
よ
み
口
が
憎
い
も
の
の
言
い
よ
う
だ
」
と
解
し
て
い
る
の
と
、

『
源
氏
物
語
』
か
ら
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
同
様
の
見
解
を
示
す
次
の
『
新

大
系
』
の
注
が
注
目
さ
れ
る
。

ど
う
で
も
い
い
、
い
や
味
な
歌
な
の
だ
か
ら
。
諸
注
「
に
く
し
」

は
兼
家
へ
の
気
持
と
解
す
る
が
、
自
歌
に
つ
い
て
の
評
か
。
「
げ

に
憎
く
も
書
き
て
け
る
か
な
と
、
は
づ
か
し
く
て
引
き
破
り
つ
」

（
源
氏
物
語
・
浮
舟
）
。

こ
れ
に
従
う
と
、
出
来
上
が
っ
た
自
分
の
歌
を
嫌
味
な
歌
だ
と
感
じ
、

兼
家
に
見
せ
る
気
が
せ
ず
一
応
隠
そ
う
と
し
た
の
だ
と
見
做
せ
る
の
で

あ
る
。

で
は
な
ぜ
自
ら
嫌
味
な
歌
だ
と
思
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
こ
ま
で
の

検
討
、
特
に
④
ま
で
の
検
討
と
前
稿
で
検
討
し
た
道
綱
母
の

番
歌
の

29

解
釈
を
併
せ
れ
ば
説
明
が
つ
く
と
考
え
る
。
宮
中
で
御
燈
の
儀
か
曲
水

の
宴
が
あ
っ
て
そ
の
延
引
等
の
た
め
に
四
日
の
朝
に
な
っ
て
宮
中
か
ら

兼
家
は
直
接
来
た
の
だ
が
、
そ
の
誠
実
と
も
言
え
る
兼
家
の
態
度
が
道

綱
母
は
本
当
は
嬉
し
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
歌
も
「
手
習
ひ
」
に
し
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
そ
の
も
の
は
、
「
待
っ
て
い
た
昨
日
の
節

供
の
日
は
過
ぎ
、
用
意
し
て
い
た
花
の
枝
も
無
意
味
に
過
ぎ
て
し
ま
い
、

そ
の
花
の
枝
を
こ
う
し
て
今
日
折
っ
て
も
甲
斐
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
な

あ
」
と
、
節
供
の
日
に
来
な
か
っ
た
兼
家
を
皮
肉
を
込
め
て
責
め
た
歌

に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
嫌
味
な
歌
と
自
ら
感
じ
た
の
が
「
憎
き
に
」

だ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
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⑨
と

番
歌
の
内
容
、
加
え
て
⑩
あ
た
り
ま
で
を
以
上
の
よ
う
に
分

29

析
し
た
上
で
こ
こ
で
⑧
に
戻
り
、
桃
の
花
の
枝
を
見
て
「
心
た
ゞ
に
し

も
あ
ら
で
」

番
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
は
ど
う
解
さ
れ
る
の
か
考
え

29

た
い
。

ま
ず
は
大
方
の
解
釈
を
確
認
す
る
と
、
例
え
ば
『
対
訳
』
の
「
昨
日

あ
ん
な
に
期
待
し
て
、
待
ち
こ
が
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
て
、
急
に

腹
が
立
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
解
が
多
数
を
占
め
て

い
る
。

「
心
た
ゞ
に
し
も
あ
ら
で
」
に
つ
い
て
も
勿
論
用
例
か
ら
意
味
を
判

断
し
た
い
の
だ
が
、
『
蜻
蛉
日
記
』
中
に
は
類
似
表
現
も
含
め
て
用
例

は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
「
た
だ
な
り
」
乃
至
は
そ
の
類
似
表
現
が

否
定
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
な
ら
幾
つ
か
あ
る
の
で
そ
れ
を
参
考
に
考

え
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
表
現
は
文
字
通
り
に
は
〈
常
態
で
は
な
い
〉

と
い
う
意
味
に
な
る
と
思
う
が
、
悪
い
方
向
に
大
き
く
ぶ
れ
て
い
る
場

合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
現
代
語
で
も
言
う
「
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲
気
」

と
か
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
な
例
を
Ⓐ
の
近
く
か
ら
挙
げ
る
と
、

同
年
の
秋
、
小
弓
の
矢
と
と
も
に

番
歌
を
兼
家
に
贈
る
直
前
の
記
述

40

中
に
あ
る
。

（
１
４
）

た
ゞ
な
り
し
折
は
、
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
か
く
こ
ゝ
ろ
あ
く

が
れ
て
、
い
か
な
る
物
も
、
こ
ゝ
に
う
ち
置
き
た
る
物
、
と
ゞ
め

ぬ
く
せ
な
ん
あ
り
け
る
。

（
１
５
）

本
文
に
大
い
に
問
題
が
あ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
「
か
く
こ
ゝ
ろ
あ
く

が
れ
て
」
以
下
は
「
た
ゞ
な
り
し
折
」
で
は
な
い
「
折
」
を
指
し
、
そ

れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ぬ
状
態
を
言
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
用
例
か
ら
判
断
し
て
も
、
『
対
訳
』
の
波

線
部
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
感
情
を
害
し
て
い
る
方
向
で
解
釈
す
る
訳

に
は
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
も
疑
問
が
あ
る
。
期
待
を
裏
切
ら
れ
て
立
腹
し
た
と

解
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
先
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
の
期
待
は
兼
家
が

も
た
ら
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
道
綱
母
が
言
わ
ば
勝
手
に
期
待
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
立
腹
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
「
た

ゞ
な
ら
ず
」
と
言
う
程
に
ま
で
で
あ
る
。
も
し
そ
ん
な
風
に
立
腹
す
る

の
で
あ
る
な
ら
、
次
に
掲
げ
る
篠
塚
純
子
の
よ
う
な
理
解
に
行
き
着
く

（
１
６
）

で
あ
ろ
う
。
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昨
日
と
い
う
「
折
」
を
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
思
い
が
こ
み
上

げ
て
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
彼
女
に
と
っ
て
、｢

折｣

を
過
ご
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
は
、
も
う
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
で
し
た
。

桃
の
節
供
の
そ
の
日
に
、
夫
と
逢
う
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
女
の
心

は
決
し
て
充
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。｢

折｣

を
無
に
過
ご
さ
れ

て
し
ま
っ
た
心
の
空
し
さ
を
道
綱
母
は
兼
家
に
訴
え
て
み
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
空
し
さ
は
、
今
日
、
夫
が
訪
れ
て
き
て
く

れ
た
う
れ
し
さ
に
よ
っ
て
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

す
。
（
波
線
は
引
用
者
）

「
「
折
」
を
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
が
道
綱
母
に
と
っ
て
重
大
事

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
第
二
節
で
も
一
言
し
た
よ
う
に
そ
れ
は

そ
れ
で
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
右
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も

先
に
確
認
し
た
兼
家
の
官
人
と
し
て
の
立
場
な
ど
も
道
綱
母
は
全
く
顧

慮
で
き
な
い
ま
ま
、
自
分
の
期
待
通
り
に
兼
家
が
振
る
舞
う
の
を
求
め

て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
と
に
か
く
、
右
の
理
解
は
極
端
に

過
ぎ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
篠
塚
も
波
線
部
の
中
で
「
訪

れ
て
き
て
く
れ
た
う
れ
し
さ
」
が
あ
る
の
は
認
め
て
お
り
、
そ
の
点
を

見
落
と
し
て
は
な
ら
ず
（
少
な
く
と
も
実
際
面
を
考
え
る
際
に
は
）
、

④
な
ど
で
は
「
う
れ
し
さ
」
の
方
が
強
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
念
の

為
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
節
供
の
日
に
「
空
し
さ
」
を
感
じ
た
の
は

間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
が
結
局

番
歌
の
よ
う
な
歌
に
な
っ
た
の
だ
。

29

よ
っ
て
そ
の
「
空
し
さ
」
が
④
で
「
帳
消
し
に
な
る
も
の
で
は
な
い
」

の
も
確
か
だ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
篠
塚
の
理
解
は
「
折
」
を
重
視
し
過

ぎ
た
極
端
な
も
の
で
、
道
綱
母
は
「
訪
れ
て
き
て
く
れ
た
う
れ
し
さ
」

も
十
分
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
空
し
さ
」
だ
け
を
訴
え
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
⑧
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
道
綱
母
の
実

際
の
心
境
だ
と
み
る
の
に
は
、
躊
躇
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
大
系
』
が

⑧
か
ら
次
の
よ
う
な
微
妙
な
心
理
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
が
目
を
引

く
。

待
っ
て
い
た
の
に
昨
日
は
来
な
か
っ
た
、
で
も
来
た
の
だ
か
ら
う

れ
し
い
と
い
う
矛
盾
し
た
錯
雑
し
た
感
情
の
高
ま
り
で
、
手
習
の

ふ
り
を
し
て
歌
を
作
っ
た
。

こ
こ
で
④
⑤
⑥
⑦
の
状
況
や
書
き
方
も
関
連
し
て
く
る
。
④
で
は
「
訪
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れ
て
き
て
く
れ
た
う
れ
し
さ
」
が
あ
っ
て
も
“
来
た
”
と
い
う
事
実
の

み
が
書
い
て
あ
る
。
⑤
は
自
分
の
意
向
を
汲
ん
で
の
侍
女
達
の
行
動
を

傍
観
者
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
、
実
際
傍
観
者
の
よ
う
に
侍
女
達
が
準

備
す
る
の
を
見
て
い
た
と
思
う
。
一
方
、
⑥
⑦
で
自
分
の
「
心
ざ
し
あ

り
し
花
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
、
昨
日
の
「
空
し
さ
」
の
方
が
ま
た
擡
げ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
を
見
て
も
、
次
の
⑨
で
「
訪
れ
て
き

て
く
れ
た
う
れ
し
さ
」
が
、

番
歌
と
⑩
で
は
「
空
し
さ
」
が
表
れ
て

29

い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
前
後
の
記
述
や
そ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
道
綱
母
の

様
子
も
勘
案
す
る
と
、
⑧
で
は
「
空
し
さ
」
と
「
訪
れ
て
き
て
く
れ
た

う
れ
し
さ
」
の
「
矛
盾
し
た
錯
雑
し
た
感
情
の
高
ま
り
」
が
あ
っ
た
と

見
做
さ
れ
る
。
し
か
し
、
用
例
の
件
に
戻
る
と
、
⑧
と
類
似
し
た
表
現

で
同
様
の
意
味
を
表
す
例
は
見
ら
れ
な
い
。
交
々
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

⑧
で
は
道
綱
母
は
自
分
の
心
境
を
真
っ
正
直
に
は
書
か
ず
、
腹
を
立
て

た
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
そ
こ
ま
で
作
為
的
に
記
述
し
た
と
み
な
く
と
も
、
と
に
か
く

「
感
情
の
高
ま
」
る
と
こ
ろ
を
、
「
う
れ
し
さ
」
の
方
が
な
る
べ
く
消

え
る
表
現
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
「
心
た
ゞ
に
し
も
あ
ら
で
」
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

六

以
上
、
Ⓐ
の
道
綱
母
詠
の
直
後
ま
で
を
五
つ
の
節
に
区
切
っ
て
検
討

し
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
を
纏
め
て
お
こ
う
。

桃
の
節
供
の
日
の
兼
家
来
訪
を
道
綱
母
は
期
待
し
、
道
綱
母
邸
で
は

侍
女
が
宴
の
準
備
を
し
て
待
っ
て
い
た
（
姉
夫
婦
も
同
じ
よ
う
な
状
況

に
あ
っ
た
）
。
道
綱
母
自
身
も
「
心
ざ
し
あ
り
し
花
」
を
用
意
し
て
い

た
。
結
局
兼
家
も
為
雅
も
節
供
の
日
に
は
来
ず
に
二
人
は
翌
朝
に
な
っ

て
や
っ
て
来
た
。
道
綱
母
は
嬉
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
侍
女
達

が
宴
の
準
備
を
始
め
た
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
道
綱
母
の
意
向
を
汲

ん
で
の
行
動
と
目
さ
れ
る
。
宴
の
準
備
が
な
さ
れ
る
中
「
心
ざ
し
あ
り

し
花
」
が
折
り
取
ら
れ
て
き
た
の
を
見
た
道
綱
母
は
、
昨
日
の
「
空
し

さ
」
と
今
朝
の
「
う
れ
し
さ
」
の
「
錯
雑
し
た
感
情
の
高
ま
り
」
か
ら

歌
を
「
手
習
ひ
」
に
し
た
。
「
う
れ
し
さ
」
の
方
を
詠
む
つ
も
り
で
あ
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っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
「
心
ざ
し
あ
り
し
花
」
を
見
て
詠
ん
だ
せ
い
か
、

「
空
し
さ
」
を
詠
ん
だ
嫌
味
な
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
兼
家
か
ら

隠
そ
う
と
し
た
。

な
お
、
兼
家
が
来
る
か
来
な
い
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
三
日
の
日
を
過

ご
し
、
三
日
の
う
ち
に
は
結
局
来
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
兼
家
は
余
所

の
女
（
町
の
小
路
の
女
の
可
能
性
が
最
も
高
い
か
）
の
所
で
節
供
の
日

を
過
ご
し
て
い
る
の
か
と
道
綱
母
は
疑
っ
て
い
た
と
も
想
定
で
き
る
。

そ
し
て
そ
の
間
の
思
い
を

番
歌
に
込
め
た
と
も
想
定
で
き
よ
う
。
あ

29

る
い
は
、
そ
ん
な
疑
い
は
な
く
と
も
、
疑
っ
て
い
る
体
で

番
歌
を
詠

29

む
と
い
う
の
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
多
く
の
注
釈
書
は
ど
ち

ら
か
の
想
定
に
立
っ
て

番
歌
を
解
釈
し
、
そ
の
際
「
す
き
」
に
は
「
好

29

き
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
目
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前

（
１
７
）

稿
に
お
け
る
検
討
に
よ
れ
ば
、
こ
の
掛
詞
を
認
定
す
る
に
は
解
釈
上
無

理
が
あ
り
、

番
歌
は
他
の
女
の
こ
と
は
意
識
さ
れ
ず
に
準
備
さ
れ
て

29

い
た
桃
の
花
に
焦
点
を
中
て
て
兼
家
が
昨
日
来
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
も

の
に
関
し
て
詠
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七

さ
て
、
Ⓐ
に
つ
い
て
、
篠
塚
純
子
の
見
解
を
第
五
節
で
少
し
取
り
上

げ
、
そ
れ
を
極
端
な
も
の
と
批
判
し
た
が
、
篠
塚
の
見
解
と
半
分
重
な

る
見
解
を
示
す
の
が
『
全
訳
注
』
で
あ
る
。

こ

の
項
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
幸

福
な
時
期
の
よ
う
に
見
え
る

（
甲
）

（
乙
）

が
、
町

の
小
路
の
女
の
一
件
が
あ
り
、
桃
の
節
供
の
日
で
も
夫

（
丙
）

と
桃
の
花
酒
を
く
み
交
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
多
妻
下
の
作
者
の

悲
し
い
姿
が
髣
髴
と
す
る
。

ほ
う
ふ
つ

解
釈
の
み
な
ら
ず
、
Ⓐ
に
お
け
る
道
綱
母
の
生
活
実
態
に
も
迫
ろ
う

と
し
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
上
で
私
の
考
え
を
述
べ
る
と
、
私

に
記
号
を
付
し
た

そ
の
も
の
に
は
同
意
す
る
が
、
そ
れ
に

の
限
定

(乙)

(甲)

が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
異
論
が
あ
る
。

か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と

(甲)

も
こ
の
前
後
の
場
面
も
考
慮
に
入
れ
た
ら

の
よ
う
な
姿
が
結
局
浮
か

(丙)

び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
Ⓐ
の
前
の
場
面
は
前
年
の
秋
に
『
百
人
一
首
』
に
載
る
有
名
歌

（

番
）
と
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
（

番
）
を
遣
り
取
り
す
る
と
こ
ろ

27

28
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が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ⓐ
の
直
後
に
は
こ
の
後
で
す
ぐ
に
取

り
上
げ
る
姉
と
の
離
別
の
場
面
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
挟
ま
れ
て
Ⓐ

が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て

の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
避
け
な
け
れ
ば

(甲)

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
周
到
な
読
み
の
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
落
と
し
穴
が
あ
る
。
Ⓐ
の
前
の
記
事
か
ら
Ⓐ
ま
で
は
四
五

ヶ
月
は
経
過
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
間
ず
っ
と
道
綱
母
の
機
嫌
は

悪
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
気
持
ち
を
持
ち
直
し
て
い
た
と
想
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
機
嫌
が
良
く
な
る

よ
う
な
事
柄
や
経
緯
は
書
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
８
）

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
全
注
釈
』
の
見
解
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。平

穏
な
春
の
一
日
の
、
歌
に
ち
な
む
風
流
談
で
あ
る
。
前
段
と
趣

が
が
ら
り
と
変
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
生
活
は
か
く
の
ご
と
く
明

暗
織
り
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
稿
に
お
け
る
検
討
と
前
稿
で
解
釈
を
施
し
た
兼
家
詠
、
為
雅
詠
も

併
せ
る
と
、
Ⓐ
か
ら
は
「
多
妻
下
の
作
者
の
悲
し
い
姿
」
で
は
な
く
、

「
明
」
の
状
況
が
掘
り
起
こ
せ
た
と
言
え
よ
う
。
や
は
り
「
前
段
と
趣

が
が
ら
り
と
変
」
っ
て
い
る
と
み
る
の
が
蓋
然
性
が
高
い
。

で
は
、
実
は
「
明
」
で
あ
る
Ⓐ
を
な
ぜ
『
蜻
蛉
日
記
』
に
入
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
実
生
活
上
は
「
明
暗
織
り
な
」
す
中
か
ら
、
Ⓐ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
を
飛
ば
し
て
次
の
姉
と
の
離
別
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
中
心
に

描
く
記
述
を
続
け
ん
と
す
る
の
が
、
『
蜻
蛉
日
記
』
で
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
前
稿
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
歌
を
見
て
も
道
綱
母
が
拘
る
古
今

調
の
正
統
な
詠
み
振
り
に
は
結
局
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
道
綱
母
が
こ

の
よ
う
な
歌
を
ど
う
し
て
も
『
蜻
蛉
日
記
』
に
載
せ
て
お
き
た
か
っ
た

と
も
想
定
し
づ
ら
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
の
考
察
を
通
じ
て
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

が
『
新
典
社
新
書
』
で
も
示
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
も

（
１
９
）

繰
り
返
す
の
を
ご
容
赦
願
い
た
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
Ⓐ
に
続
く
記

述
か
ら
姉
と
の
離
別
の
場
面
ま
で
を
、
そ
れ
ぞ
れ
Ⓑ
Ⓒ
と
し
て
引
い
て

お
く
。
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
の
連
続
と
連
動
の
相
を
探
れ
ば
、
Ⓐ
の
存
在
意
義
も
自

ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

Ⓑ

か
く
て
、
今
は
こ
の
町
の
小
路
に
、
わ
ざ
と
色
に
出
で
に
た
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り
。
本
つ
人
を
だ
に
、
あ
や
し
う
、
悔
し
と
思
ひ
げ
な
る
時
が
ち

な
り
。
い
ふ
か
た
な
う
こ
ゝ
ろ
憂
し
と
思
へ
ど
も
、
な
に
わ
ざ
を

か
は
せ
む
。

Ⓒ

こ
の
い
ま
ひ
と
か
た
の
出
で
入
り
す
る
を
見
つ
ゝ
あ
る
に
、

今
は
心
や
す
か
る
べ
き
所
へ
と
て
、
ゐ
て
わ
た
す
。
と
ま
る
人
、

ま
し
て
心
ぼ
そ
し
。
「
影
も
見
え
が
た
か
べ
い
こ
と
」
な
ど
、
ま

め
や
か
に
悲
し
う
な
り
て
、
車
寄
す
る
ほ
ど
に
、
か
く
い
ひ
や
る
。

な
ど
か
ゝ
る
嘆
き
は
繁
さ
ま
さ
り
つ
ゝ
人
の
み
か
る
ゝ
宿
と

な
る
ら
む

（

・
道
綱
母
）

32

返
り
ご
と
は
、
男
ぞ
し
た
る
。

思
ふ
て
ふ
わ
が
こ
と
の
は
を
あ
だ
人
の
し
げ
き
嘆
き
に
添
へ

て
恨
む
な

（

・
為
雅
）

33

な
ど
い
ひ
お
き
て
、
皆
渡
り
ぬ
。
思
ひ
し
も
し
る
く
、
た
ゞ
、
独

り
、
臥
し
起
き
す
。

Ⓑ
は
「
か
く
て
」
で
Ⓐ
を
受
け
な
が
ら
話
題
を
転
じ
て
、
Ⓐ
の
前
の

話
題
の
町
の
小
路
の
女
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
ま
た
話
を
戻

し
て
い
る
。
Ⓑ
の
書
き
方
を
見
る
と
、
と
言
っ
て
も
「
本
つ
人
を
だ
に
」

あ
た
り
に
は
誤
脱
が
あ
る
よ
う
で
残
念
な
の
だ
が
現
存
本
文
を
も
と
に

校
訂
す
る
限
り
で
は
、
兼
家
の
言
動
に
つ
い
て
は
抽
象
的
に
し
か
書
か

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
注
意
し
た
い
。
な
の
に
、
我
が
苦
し
み
の
方
は

相
当
で
あ
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
Ⓒ
に
な
る
の
だ
が
、
冒
頭
は
「
こ
の
い
ま
ひ
と
か
た
」
と
な
っ

て
い
て
、
Ⓐ
の
中
に
二
カ
所
あ
る
「
い
ま
ひ
と
か
た
」
を
受
け
て
始
ま

っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ⓒ
も
Ⓑ
を
飛
び
越
し
て
Ⓐ
を
受
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
気
に
な
る
の
は
、
Ⓐ
ま
で
は
姉
の
夫
は
お
ろ

か
姉
の
存
在
に
さ
え
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
Ⓐ
と

（
２
０
）

Ⓒ
は
姉
乃
至
は
姉
夫
婦
繋
が
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ⓒ

で
は
姉
と
の
離
別
の
悲
し
み
の
み
な
ら
ず
町
小
路
の
女
に
由
来
す
る
兼

家
か
ら
受
け
る
苦
し
み
も
相
乗
的
に
増
し
て
い
く
よ
う
書
か
れ
て
い
る

点
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が

番
歌
で
あ
る

32

の
は
贅
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
歌
の
読
み
振
り
も
、
掛
詞
を

使
っ
て
心
情
と
物
象
（
木
）
を
絡
め
る
古
今
調
の
読
み
振
り
に
な
っ
て

い
る
。
最
後
の
一
文
に
も
、
姉
と
は
会
い
に
く
く
な
っ
て
独
り
ぼ
っ
ち

『蜻蛉日記』上巻の桃の節供の日とその翌日の場面15



に
な
っ
た
と
い
う
意
味
と
、
兼
家
が
来
ず
に
独
り
ぼ
っ
ち
だ
と
い
う
意

味
が
二
重
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ⓒ
は
Ⓑ
を
完
全
に

飛
び
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
容
面
で
は
Ⓑ
を
受
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
Ⓒ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
姉
と
の
離
別
と
町
の
小
路
の
女

に
由
来
す
る
兼
家
の
仕
打
ち
と
い
う
悲
し
み
と
苦
悩
の
二
つ
に
苛
ま
れ

る
我
が
身
を
主
人
公
と
し
た
歌
物
語
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
ん
な
記
述
に
対
し
、
悲
し
み
の
伏

線
と
な
る
の
が
Ⓐ
で
、
苦
し
み
の
伏
線
（
伏
線
と
言
う
に
は
あ
か
ら
さ

ま
だ
が
）
が
Ⓑ
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
分
か
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
特
に

Ⓐ
は
「
明
暗
織
り
な
」
す
道
綱
母
の
生
活
の
中
で
も
実
は
「
明
」
の
方

で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
描
く
と
町
の
小
路
の
女
に
よ
る
苦
悩
が
薄
れ

か
ね
ず
、
そ
れ
で
Ⓐ
の
後
に
は
Ⓑ
で
町
の
小
路
の
女
に
改
め
て
言
及
す

る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
た
と
え
兼
家
の
行
動
に
つ
い
て
は

抽
象
的
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
考
え
て
Ⓐ
を
見
直
す
と
、
明
る
さ
は
な
る
べ
く
消
え
る
よ

う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
改
め
て
注
意
さ
れ
る
。
繰
り
返
し

に
な
る
が
確
認
し
て
お
く
。
①
の
中
の
「
け
む
」
の
使
用
か
ら
し
て
が

そ
う
で
、
④
で
は
“
来
た
”
と
い
う
事
実
だ
け
が
書
い
て
あ
る
。
⑤
も

侍
女
達
が
自
分
達
の
意
思
で
事
を
進
め
た
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
⑧
も
、
腹
立
た
し
さ
が
読
み
取
れ
る
書
き
方
と
し
て
、
あ
る
い

は
、
「
う
れ
し
さ
」
が
な
る
べ
く
消
え
る
書
き
方
と
し
て
選
ば
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。
勿
論
②
⑥
な
ど
、
道
綱
母
の
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
記

述
も
あ
る
が
、
明
る
さ
は
な
る
べ
く
消
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と

は
言
え
よ
う
。
明
る
い
と
こ
ろ
は
明
る
く
書
い
た
方
が
、
後
の
悲
し
み

が
対
照
的
に
強
く
な
る
気
も
す
る
が
、
そ
こ
は
『
蜻
蛉
日
記
』
全
体
と

し
て
は
「
思
ふ
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
」
を
描
き
た
い
と
い
う
意
思

の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
姉
と
の
離
別
の
場
面
も
要
注
意
で
あ
る
。
兼

家
の
訪
れ
は
な
く
姉
と
は
別
れ
て
自
分
は
「
独
り
」
だ
と
最
後
に
言
う

の
で
あ
る
が
、
道
綱
母
の
身
近
に
は
母
親
が
い
る
。
上
巻
後
半
部
に
は

母
親
が
死
ぬ
時
か
ら
一
周
忌
に
か
け
て
の
顚
末
が
描
か
れ
る
が
、
そ
こ

で
の
道
綱
母
の
悲
し
が
り
よ
う
は
尋
常
で
は
な
い
程
だ
。
そ
れ
だ
け
を

見
て
も
二
人
の
紐
帯
は
相
当
に
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
姉
と
の
別
れ
の
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時
も
母
親
が
身
近
で
慰
め
て
く
れ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
が
母
親
の
存
在

に
は
触
れ
ず
に
「
独
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
「
思
ふ

や
う
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
」
を
強
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
通
り
、
そ
の
連
続
と
連
動
の
相
も
考
慮
し
な
が
ら
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
に

つ
い
て
検
討
す
る
と
、
道
綱
母
は
特
に
Ⓐ
で
は
実
態
を
そ
の
ま
ま
描
く

の
で
は
な
く
記
述
し
て
い
た
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
論
む
と

こ
ろ
は
、
や
は
り
「
思
ふ
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
」
を
描
く
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ⓐ
の
実
態
な
ど
は
当
時
と
し
て
は
「
思
ふ
や

う
」
な
状
況
に
か
な
り
近
い
も
の
だ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
そ
こ
は
薄

れ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
書
き
方
は
従
来
指
摘
さ

れ
注
意
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
で
、
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
の
言
わ
ば
構

成
に
ま
で
気
を
配
っ
て
い
る
点
は
、
今
後
も
注
意
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
冒
頭
の
八
つ
の
段
か
ら
成
る
歌
物

語
的
部
分
の
一
段
目
は
八
つ
の
段
で
描
か
れ
る
テ
ー
マ
を
冒
頭
で
提
示

す
る
序
文
・
序
段
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
か
つ
て
考
察
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
者
藤
原
伊
尹
の
作
意
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
と

（
２
１
）

考
え
た
。
さ
ら
に
、
二
本
の
拙
稿
に
お
い
て
『
蜻
蛉
日
記
』
の
兼
家
か

（
２
２
）

ら
の
求
婚
場
面
を
取
り
上
げ
、
こ
の
場
面
が
上
巻
前
半
部
の
言
わ
ば
「
序

段
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
考
え
も
示
し
た
。
こ
れ
は
道
綱

母
の
作
意
に
よ
る
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
当
初
は
考
え
て
い
た
の
だ

が
、
道
綱
母
に
も
「
序
段
」
と
し
て
役
割
を
持
た
せ
よ
う
と
の
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
傾
い
て
き
て
い
る
。

何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
兼
家
の
求
婚
場
面
に
し
て
も
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ

に
し
て
も
、
相
応
に
広
い
部
分
を
見
通
し
な
が
ら
記
述
が
成
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
一
言
で
言
え
ば
道
綱
母
は
記
事
の
構
成
ま
で
も
考

慮
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
３
）

【
注
】

（
１
）
『
詞
林
』

号
・
二
〇
一
六
年
一
〇
月
。
論
述
の
都
合
上
、
本

60

稿
と
前
稿
で
一
部
内
容
の
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
点
ご
容
赦
願
い

た
い
。
な
お
、
前
稿
と
本
稿
で
取
り
上
げ
た
場
面
は
、
新
典
社
新
書
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『
和
歌
を
力
に
生
き
る
―
道
綱
母
と
蜻
蛉
日
記
―
』
（
二
〇
〇
九

41年
一
〇
月
）
で
も
少
し
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
和
歌

文
学
会
五
月
例
会
（
五
月
二
一
日
・
鶴
見
大
学
）
に
お
け
る
研
究
発

表
「
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
前
半
の
和
歌
―
桃
の
節
供
の
翌
朝
の
場
合

―
」
で
は
詳
細
に
取
り
上
げ
た
。
本
稿
の
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
内
容

か
ら
は
大
幅
に
変
更
し
て
い
る
。
和
歌
文
学
会
の
折
に
種
々
ご
教
授

を
た
ま
わ
っ
た
方
々
に
は
、
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
以

下
右
の
拙
著
を
指
し
て
『
新
典
社
新
書
』
と
い
う
こ
と
に
す
る
。

（
２
）『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
・
歌
番
号
は
、
角
川
文
庫
『
蜻
蛉
日
記
』

（
柿
本
奨
・
一
九
六
七
年
一
一
月
）
に
よ
る
。
底
本
は
宮
内
庁
書
陵

部
本
。
傍
線
等
は
私
に
付
し
た
。

（
３
）
こ
こ
で
本
稿
で
引
用
・
言
及
す
る
諸
注
釈
書
を
、
本
稿
で
使
用

す
る
略
称
と
と
も
に
列
挙
し
て
お
く
。
引
用
に
際
し
て
傍
線
等
は
私

に
付
し
た
。

『
大
系
』
―
川
口
久
雄

日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
左
日
記
か
げ
ろ
ふ

日
記
和
泉
式
部
日
記
更
級
日
記
』
（
一
九
五
七
年
一
二
月
・
岩
波
書

店
）

『
注
解
』
―
秋
山
虔
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
注
解
七
」

（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

巻

号
・
一
九
六
二
年
一
一
月
・
至

27

12

文
堂
）
。

『
全
注
釈
』
―
柿
本
奨
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
』
（
一
九
六
六
年
八

月
・
角
川
書
店
）
。

『
抄
』
―
三
宅
清
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
抄
』
（
一
九
六
八
年
）
。

『
全
訳
注
』
―
上
村
悦
子

講
談
社
学
術
文
庫
『
蜻
蛉
日
記

全
訳
注
』

(上)

（
一
九
七
八
年
二
月
）
。

『
全
評
解
』
―
村
田
順
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
全
評
解
上
』
（
一
九
七
八
年

一
一
月
・
有
精
堂
）
。

『
対
訳
』
―
増
田
繁
夫

全
対
訳
日
本
古
典
新
書
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』

（
一
九
七
八
年
一
二
月
・
三
省
堂
）
。

『
集
成
』
―
犬
養
廉

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
蜻
蛉
日
記
』
（
一
九
八

二
年
一
〇
月
）
。

『
新
大
系
』
―
今
西
祐
一
郎

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記
蜻

蛉
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
』
（
一
九
八
九
年
一
一
月
・
岩
波
書

店
）
。
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『

全
集
』
―
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久

日
本
古
典
文
学
全
集
『
土

新編

新編

佐
日
記
蜻
蛉
日
記
』
（
一
九
九
五
年
一
〇
月
・
小
学
館
）
。

（
４
）
「
「
若
き
御
心
（
心
地
）
に
」
考
―
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
侍

女
の
言
葉
―
」
（
『
解
釈
』
第

巻
３
．
４
号
通
巻

集
・
二
〇
〇

55

647

九
年
四
月
）
。

（
５
）
『
全
評
解
』
が
「
「
桃
の
花
な
ど
や
、
と
り
ま
う
け
た
り
け
ん
」

と
、
他
人
の
事
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
作
者
は

節
句
の
準
備
な
ど
は
、
す
べ
て
侍
女
た
ち
に
任
せ
き
り
で
、
自
分
は

何
も
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
」
と
言
う
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

（
６
）
前
稿
の
注
９
で
も
引
い
た
『
注
解
』
参
照
。

（
７
）
「
制
度
を
越
え
る
力
―
『
蜻
蛉
日
記
』
の
意
義
―
」
（
『
王
朝
女

流
文
学
の
新
展
望
』
二
〇
〇
三
年
五
月
・
竹
林
舎
）
。

（
８
）
『
注
解
』
参
照
。

（
９
）
前
稿
の
注
４
参
照
。

（

）
引
用
し
た
前
後
も
含
め
、
道
綱
母
・
道
綱
、
遠
度
の
位
置
や
異

10動
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
『

全
集
』
が
周
到
に
追
っ
て
い
る
。
『

新編

新編

全
集
』
の
捉
え
方
に
従
い
た
い
。

（

）
倉
田
実
『
蜻
蛉
日
記
の
養
女
迎
え
』
（
二
〇
〇
六
年
九
月
・
新

11典
社
）
「
遠
度
の
求
婚
作
法
」
で
も
、
「
作
法
」
の
観
点
か
ら
三
者

の
位
置
関
係
を
見
定
め
て
い
る
。
道
綱
母
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
母

屋
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。

（

）
「
手
習
ひ
」
は
も
う
一
例
下
巻
九
七
二
年
二
月
に
も
あ
る
が
、

12こ
れ
は
「
小
さ
き
人
」
（
養
女
）
に
習
字
を
教
え
る
意
で
あ
り
参
考

に
は
な
ら
な
い
。

（

）

番
歌
の
掛
詞
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
「
過
ぎ
」
「
好
く
」
「
飲す

13

29

く
」
の
可
能
性
を
考
え
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
口
語
的
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
「
飲
く
」
な
ら
ば
飲
食
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に

も
な
る
。

（

）
こ
こ
は
「
離
婚
状
態
の
時
の
道
綱
母
の
歌
―
「
矢
と
い
ふ
に
こ

14そ
」
詠
を
巡
っ
て
―
」
（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
『
古
代
中

世
文
学
論
考
第

集
』
二
〇
一
五
年
一
〇
月
・
新
典
社
）
で
取
り
上

31

げ
た
。
論
文
表
題
に
も
表
し
て
お
い
た
通
り
、
道
綱
母
と
兼
家
の
夫

婦
仲
は
た
だ
な
ら
ぬ
状
態
の
時
で
あ
っ
た
。

（

）
「
く
せ
」
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
の
ま
ま
。
角
川
文
庫
本
は
「
と

15
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き
」
と
校
訂
し
て
い
る
が
、
多
く
の
注
釈
書
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
の

ま
ま
で
「
癖
」
と
解
し
て
お
り
、
こ
こ
は
通
説
に
従
っ
た
。

（

）
『
蜻
蛉
日
記
の
心
と
表
現
』
（
一
九
九
五
年
四
月
・
勉
誠
社
）
。

16
（

）
兼
家
が
余
所
の
女
と
過
ご
し
て
い
た
と
道
綱
母
は
疑
っ
て
い
た

17と
想
定
す
る
注
釈
書
が
多
い
と
思
う
が
、
『
集
成
』
は
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

兼
家
と
為
雅
が
揃
っ
て
訪
れ
た
と
す
れ
ば
、
宮
中
の
御
遊
で
一

夜
過
し
て
の
帰
り
で
あ
ろ
う
。
作
者
も
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
、

あ
え
て
、
女
性
の
も
と
か
ら
の
朝
帰
り
に
取
り
な
し
て
詠
ん
だ

も
の
。
明
る
い
媚
態
を
感
じ
さ
せ
る
。

び

た
い

（

）
『
新
典
社
新
書
』
で
も
注
意
を
払
っ
た
点
で
あ
る
。
ま
た
、
最

18近
の
拙
稿
で
は
、
注

論
文
、
及
び
「
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
離
婚

14

状
態
を
脱
し
た
時
の
贈
答
歌
―
浜
千
鳥
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
る
考
察

―
」
（
『
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
』
第

巻
・
二
〇

23

一
五
年
一
二
月
）
で
も
注
意
し
た
。

（

）
注

論
文
の
注

で
も
概
略
述
べ
た
。

19

18

41

（

）
前
々
年
の
秋
に
結
婚
し
、
前
年
の
桃
の
節
供
の
記
述
は
な
い
。

20

な
お
そ
の
時
は
道
綱
母
は
妊
娠
中
で
あ
っ
た
。

（

）「
『
一
条
摂
政
御
集
』「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
テ
ー
マ
設
定
」（
『
古

21代
中
世
文
学
論
考
』
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
、
及
び
新
典
社
新
書
52

『
紫
式
部
・
定
家
を
動
か
し
た
物
語
―
謙
徳
公
の
書
い
た
豊
蔭
物
語

―
』
（
二
〇
一
〇
年
九
月
）
。

（

）
「
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
求
婚
場

22面
―
鈴
木
隆
司
論
へ
の
疑
問
と
と
も
に
―
」
（
『
国
語
国
文
』

巻
82

号
・
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）
と
「
『
蜻
蛉
日
記
』
兼
家
の
求
婚
歌

10到
来
の
場
面
・
追
考
―
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
役
割
―
」

（
『
国
文
学
攷
』

・
二
〇
一
四
年
九
月
）
。

223

（

）
半
世
紀
以
上
前
に
出
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
増
田
繁
夫
の
次

23の
発
言
（
「
女
流
日
記
の
発
想
―
か
げ
ろ
ふ
日
記
論
―
」
『
甲
南
大

学
文
学
会
論
集
国
文
学
篇
』

・
一
九
六
一
年
八
月
）
は
、
反
芻
す

15

べ
き
も
の
と
考
え
、
旧
稿
に
お
い
て
も
何
度
か
引
い
て
い
る
。

私
達
は
、
と
も
す
れ
ば
こ
の
日
記
の
持
つ
告
白
の
調
子
の
激
し

さ
に
ま
ど
は
さ
れ
て
し
ま
つ
て
、
お
そ
ら
く
作
者
の
心
は
こ
の

中
に
む
き
出
し
に
吐
露
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
こ
み
が
ち
で

堤　　　和　博 20



あ
る
。
こ
の
日
記
の
背
後
で
、
作
者
が
そ
の
効
果
を
考
へ
な
が

ら
読
者
の
顔
つ
き
を
量
つ
て
ゐ
る
な
ど
と
は
思
つ
て
も
み
な
い

で
あ
ら
う
。
だ
が
そ
れ
は
多
分
誤
つ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
部
分

的
に
は
、
か
な
り
作
者
の
心
に
密
着
し
た
記
事
も
あ
ら
う
が
、

や
は
り
作
者
は
読
者
を
だ
ま
す
つ
も
り
で
記
し
て
ゐ
る
、
ま
た

は
だ
ま
す
つ
も
り
で
か
か
な
い
で
ゐ
る
部
分
が
多
い
の
で
あ

る
。

「
つ
も
り
」
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
問
題
だ
と
思
う
が
、
「
だ

ま
す
つ
も
り
で
記
し
て
ゐ
る
、
ま
た
は
だ
ま
す
つ
も
り
で
か
か
な
い

、
、
、
、
、

、
、
、
、

で
ゐ
る
部
分
が
多
い
」
の
傍
点
部
に
加
え
、「
構
成
を
考
え
て
い
る
」

、
、
、

を
付
け
加
え
た
い
。
な
お
、
Ⓐ
な
ど
は
、
よ
く
問
題
に
な
る
『
後
拾

遺
和
歌
集
』
巻
十
四
．
恋
四
・

～

番
（
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌

822

824

大
観
』
に
よ
る
』
）
に
載
る
三
首
の
贈
答
歌
と
同
様
、
本
来
「
か
か

な
い
で
ゐ
る
部
分
」
に
な
り
そ
う
な
の
に
、
構
成
を
考
え
て
入
れ
ら

れ
た
と
も
目
さ
れ
る
。
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