
『蜻蛉日記』道綱母の前栽 : 平安貴族女性と庭

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2016-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 倉田, 実

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/6177URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽

平
安
貴
族
女
性
と
庭

倉

田

実

は
じ
め
に

平
安
貴
族
邸
宅
と
な
る
寝
殿
造
に
は
、
庭
が
造
作
さ
れ
、
前
栽
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
別
稿

(

１)

で
は
、『

伊
勢
集』

か
ら
歌
人
伊
勢
の
庭
や
前

栽
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
た
が
、
こ
の
小
稿
で
は

『

蜻
蛉
日
記』

の
道
綱
母
の
場
合
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
伊
勢
は
宮
仕
女
房

と
し
て
生
き
た
が
、
道
綱
母
は
宮
仕
に
出
る
こ
と
な
く

｢
家
の
女｣

と
し
て
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
関
係
で
、
庭
や
前
栽
な
ど
に
し
て
も
、

伊
勢
は
社
交
的
・
友
好
的
な
面
で
か
か
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
道
綱
母
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
生
活
的
・
個
人
的
な
面
で
か
か
わ
っ
て

い
る
。
以
下
、
庭
や
前
栽
の
あ
り
よ
う
を
前
景
化
し
な
が
ら
、
道
綱
母
の
場
合
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
引
用
本
文
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
本
に
よ
り
、『

蜻
蛉
日
記』

に
は
推
定
年
時
を
付
し
、
和
歌
は

『
新
編
国
歌
大
観』

に
よ
っ
た
。
表
記
は
、
い
ず
れ
も
私
に
換
え
た
。

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽
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一

前
栽
の

｢

つ
く
ろ
ひ｣

｢

身
の
上
を
の
み
す
る
日
記｣

(

中
巻
・
一
七
三
頁)

で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
家
の
庭
や
前
栽
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
庭
は
眺
め
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
世
話
を
す
る
様
子
や
兼
家
な
ど
と
の
か
か
わ
り
な
ど
も
記
さ
れ
て
、『

蜻
蛉
日
記』

の
世
界
に
固
有
の
地
歩
を
占
め
て
い
る
。
そ
の

中
に
は
、
庭
園
史
・
植
栽
史
の
史
料
と
な
る
記
述
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
前
栽
の
世
話
や
手
入
れ
に
か
か
わ
る
事
例
を
作
品

の
時
系
列
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
見
て
い
き
た
い
。
手
入
れ
を
意
味
す
る

｢

つ
く
ろ
ふ｣

が
使
用
さ
れ
る
三
つ
の
用
例
か
ら
入
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
の
用
例
は
、
山
寺
で
療
養
し
て
い
た
母
が
亡
く
な
り
、
帰
宅
し
て
庭
を
眺
め
る
段
に
あ
る
。

①

も
ろ
と
も
に
出
で
居
つ
つ
、
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
。
わ
ざ
と
の
こ
と
な
ど
も
、
み
な
お
の
が
と
り
ど
り
す
れ
ば
、
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
触
れ
ね
ど
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
と
ど
め
お
き
け
る
露
に
か
か
り
て

な
ど
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

(

上
巻
・
康
保
元
年

(

九
六
四)

秋
・
一
三
三
〜
四
頁)

家
の
庭
は
、
女
主
人
が
管
理
・
差
配
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
右
の
箇
所
に
な
る
。｢

も
ろ
と
も
に
出
で
居
つ
つ
、

つ
く
ろ
は
せ
し
草
な
ど
も｣

と
あ
る
よ
う
に
、
道
綱
母
は
、
母
と
共
に
端
近
に
居
て
、
前
栽
を

｢

つ
く
ろ
は
せ｣

て
い
た
。
女
性
の
袿
姿
で
は

裾
を
引
く
の
で
地
面
に
下
り
る
こ
と
は
せ
ず
、
多
く
は
下
仕
な
ど
に
作
業
を
さ
せ
て
い
た
。｢

馴
れ
た
る
下
仕
ど
も
ぞ
、
草
の
中
に
ま
じ
り
て

歩
く｣
(

源
氏
物
語
・
野
分
巻
・
二
七
六
〜
七
頁)

と
あ
る
の
も
、
こ
の
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
二
人
で
つ
く
ろ
わ
せ
て
い
た
前
栽
の
秋
の
草
花
は
、
山
寺
に
出
向
い
て
い
た
間
、
手
入
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
生
い
茂
っ
て
色

と
り
ど
り
に
咲
き
乱
れ
て
い
た
。
母
が
生
き
て
い
れ
ば
、
二
人
で
普
段
か
ら
つ
く
ろ
わ
せ
、｢

生
ひ
こ
り｣

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
庭
は
荒

三
八



れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
庭
の
様
子
で
、
母
を
亡
く
し
た
悲
し
み
が
、
新
た
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

｢

ひ
と
む
ら
薄
虫
の
音
の｣

と
つ
ぶ

や
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
歌
の
引
歌
で
、
状
況
も
近
似
し
て
い
る
。

藤
原
利
基
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
住
み
侍
り
け
る
曹
司
の
、
身
ま
か
り
て
後
、
人
も
住
ま
ず
な
り
に
け
る
を
、
秋
の
夜
更
け
て
、
も

の
よ
り
ま
う
で
来
け
る
つ
い
で
に
見
入
れ
け
れ
ば
、
も
と
あ
り
し
前
栽
も
、
い
と
し
げ
く
荒
れ
た
り
け
る
を
見
て
、
早
く
そ
こ
に
侍

り
け
れ
ば
、
昔
を
思
ひ
や
り
て
よ
み
け
る

君
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
薄
虫
の
音
の
し
げ
き
野
辺
と
も
な
り
に
け
る
か
な

(

古
今
・
哀
傷
・
八
五
三
・
三
春
有
助)

藤
原
利
基
に
仕
え
て
い
た
三
春
有
助
が
、
主
人
の
亡
く
な
っ
た
後
に
そ
の
曹
司
に
や
っ
て
来
て
み
る
と
、
前
栽
が
ひ
ど
く
荒
れ
果
て
て
い
た
。

そ
こ
で
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
往
時
を
懐
か
し
ん
で
詠
ん
だ
の
が
、
こ
の
歌
に
な
る
。
手
入
れ
を
さ
せ
る
主
人
が
い
な
く
な
る
と
、
野
辺
の
よ

う
な
荒
れ
た
庭
に
な
る
の
で
あ
り
、
改
め
て
故
人
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

道
綱
母
は
、
こ
の
歌
句
を
口
ず
さ
ん
で

｢
し
げ
き
野
辺｣

と
な
っ
た
庭
を
眺
め
な
が
ら
母
を
懐
か
し
み
、
さ
ら
に
詠
歌
し
て
い
る
。
歌
は
、

｢

手
入
れ
を
し
な
い
け
れ
ど
、
花
は
盛
り
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
母
が
と
ど
め
お
い
た
慈
愛
の
露
に
よ
っ
て｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
荒
れ
た

こ
と
は
詠
ま
ず
に
、
母
に
よ
っ
て
花
盛
り
を
迎
え
た
と
し
て
、
偲
ん
で
独
詠
し
た
の
で
あ
る
。｢

手
触
れ
ね
ど｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
栽
に

手
入
れ
が
必
要
な
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
ろ
う
。
母
と

｢
つ
く
ろ
ひ｣

し
た
こ
と
が
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
は
、
唐
先
祓
い
か
ら
帰
宅
後
の
も
の
に
な
る
。

②

さ
い
つ
こ
ろ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
草
ど
も
つ
く
ろ
は
せ
な
ど
せ
し
に
、
あ
ま
た
若
苗
の
生
ひ
た
り
し
を
取
り
集
め
さ
せ
て
、
屋

の
軒
に
あ
て
て
植
ゑ
さ
せ
し
が
、
い
と
を
か
し
う
は
ら
み
て
、
水
ま
か
せ
な
ど
せ
さ
せ
し
か
ど
、
色
づ
け
る
葉
の
な
づ
み
て
立
て
る
を
見

れ
ば
、
い
と
悲
し
く
て
、

稲
妻
の
光
だ
に
来
ぬ
屋
が
く
れ
は
軒
端
の
苗
も
物
思
ふ
ら
し

と
見
え
た
り
。

(
中
巻
・
安
和
二
年

(

九
六
九)

六
月
・
一
九
九
頁)

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽

三
九



所
在
な
い
折
に
ま
か
せ
て
、
道
綱
母
は
草
花
を

｢

つ
く
ろ
は
せ｣

、
若
苗
を
軒
下
に
植
え
さ
せ
て
い
る
。
若
苗
は
、
歌
か
ら
す
る
と
、
稲
苗

に
な
る
。｢

屋
の
軒
に
あ
て
て｣

植
え
さ
せ
た
の
は
、
樋
の
な
い
屋
根
か
ら
落
ち
る
雨
垂
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
稲
が
庭

に
植
栽
さ
れ
た
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
植
え
さ
せ
る
の
は
、｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
、
庭
の
手
入
れ
は
、
①
を
併
せ
る

と
日
々
の
生
活
の
営
み
に
な
っ
て
お
り
、
所
在
な
さ
の
慰
め
に
も
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
稲
が
実
り
始
め
て
水
を
撒
か
せ
た
り
し

て
も
、
葉
が
黄
ば
ん
で
生
気
を
失
っ
て
立
っ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
悲
し
く
な
っ
た
道
綱
母
は
独
詠
し
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
稲
光
に
よ
っ
て
稲
が
実
る
と
い
う
俗
信

(

２)

に
よ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
若
苗
は
稲
苗
に
な
る
。
歌
は
、｢

稲
妻｣

の

｢

つ
ま｣

に

｢

夫つ
ま｣

を
暗
示
し
て
、｢

稲
光
も
夫
も
来
な
い
家
の
陰
で
は
、
軒
端
の
苗
も
私
も
物
思
い
す
る
よ
う
だ｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
色
づ

い
て
伸
び
悩
ん
で
い
る
稲
葉
に
、
夫
の
来
訪
の
な
い
孤
独
な
わ
が
身
が
よ
そ
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
例
目
の
前
栽
の

｢

つ
く
ろ
ひ｣
は
、
鳴
滝
籠
り
か
ら
帰
宅
し
た
折
に
な
る
。

③

心
地
も
苦
し
け
れ
ば
、
几
帳
さ
し
隔
て
て
う
ち
臥
す
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
あ
る
人
、
ひ
や
う
と
寄
り
来
て
言
ふ
、｢

撫
子
の
種
取
ら
む

と
し
は
べ
り
し
か
ど
、
根
も
な
く
な
り
に
け
り
。
呉
竹
も
、
一
筋
倒
れ
て
は
べ
り
し
。
つ
く
ろ
は
せ
し
か
ど｣

な
ど
言
ふ
。
た
だ
い
ま
言

は
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
か
な
と
思
へ
ば
、
い
ら
へ
も
せ
で
あ
る
に
、

(

中
巻
・
天
禄
二
年

(

九
七
一)

六
月
・
二
五
二
〜
三
頁)

鳴
滝
籠
り
で
、
出
家
・
離
婚
と
い
う
危
機
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
宅
し
た
家
の
侍
女
は
暢
気
で
あ
る
。
寝
所
に
ま
で
や
っ
て
来
て
、

前
栽
の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
。｢

撫
子
の
種
を
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
枯
れ
て
根
も
な
く
な
り
、
呉
竹
も
一
本
倒
れ
て
、
つ
く
ろ
わ
せ
て

も
ま
っ
す
ぐ
に
な
り
ま
せ
ん｣

と
言
う
の
で
あ
る
。
今
言
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と
な
の
に
と
、
道
綱
母
は
返
事
も
し
な
い
で
い
る
。
こ
れ
を
聞

い
た
兼
家
が
戯
言
で
応
じ
て
い
く
が
、
こ
こ
は
割
愛
し
た
。

撫
子
は
、
根
株
ご
と
入
手
し
て
移
植
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
道
綱
母
邸
で
は
種
を
取
っ
て
生
育
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も

｢

つ
く
ろ

ひ｣

で
あ
る
。
移
植
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
が
、
播
種
の
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
種
が
取
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
呉
竹
の
こ
と
は
後
に
扱
う
が
、
侍
女
の

｢

つ
く
ろ
は
せ
し
か
ど｣

の
言
葉
の
あ
と
に
は
、
集
成
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢

は
か
ば
か
し

四
〇



く
な
い｣

な
ど
の
語
が
略
さ
れ
て
い
よ
う
。｢

枯
れ
て
し
ま
っ
た｣

(

全
注
釈)

の
で
も
、｢

植
え
直
さ
せ
た｣

(

全
講)

の
で
も
な
く
、
撓
っ
た

ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
呉
竹
の

｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

前
栽
は
常
に

｢

つ
く
ろ
ひ｣

が
さ
れ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
三
例
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。｢

つ
く
ろ
ひ｣

に
は
主

人
の
意
向
が
働
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
庭
は

｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
語
が
な
く
て
も
、
そ
の
実
際
は
も
っ
と
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
事
例
を
さ
ら
に
見
て
い
き
た
い
。

庭
は

｢

つ
く
ろ
ひ｣
が
さ
れ
る
こ
と
で
、
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
庭
を
褒
め
る
こ
と
は
、
主
人
を
褒
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て

い
た
。
ま
た
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
を
、
人
に
ど
う
見
る
か
と
尋
ね
る
こ
と
で
、
自
身
の
造
作
の
成
果
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次

は
、
そ
の
用
例
と
思
わ
れ
る
。
病
の
兼
家
を
道
綱
母
が
ひ
そ
か
に
訪
れ
た
段
で
あ
る
。

④

明
う
な
れ
ば
、
男
ど
も
呼
び
て
、
蔀
上
げ
さ
せ
て
見
つ
。｢

見
た
ま
へ
、
草
ど
も
は
い
か
が
植
ゑ
た
る｣

と
て
、
見
出
だ
し
た
る
に
、

｢

い
と
か
た
は
な
る
ほ
ど
に
な
り
ぬ｣
な
ど
急
げ
ば
、

(

上
巻
・
康
保
三
年

(

九
六
六)

三
月
・
一
四
三
頁)

兼
家
邸
で
朝
を
迎
え
、
家
人
に
蔀
を
上
げ
さ
せ
て
庭
を
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
兼
家
は
道
綱
母
に
庭
を
見
る
よ
う
に
と
誘
い
、｢

草
ど
も
は

い
か
が
植
ゑ
た
る｣

と
尋
ね
て
い
る
。
新
全
集
で
は

｢
愛
情
を
こ
め
た
い
ざ
な
い
の
言
葉
。
兼
家
自
身
も
病
気
で
庭
を
鑑
賞
す
る
暇
が
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う｣

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
で
は
、
本
文
は

｢

い
か
が
な
り
た
る｣

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
訳
は

｢

庭
に
植

え
た
草
花
は
ど
ん
な
ふ
う
か
な｣

で
か
ま
わ
な
い
が
、
庭
好
き
な
道
綱
母
に
、
自
邸
の
評
価
を
尋
ね
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
ん
な
風
に
植

わ
っ
て
い
る
か
ね
と
い
う
言
い
方
で
、
草
花
の
配
置
や
手
入
れ
の
仕
方
の
善
し
悪
し
の
評
価
を
も
ら
お
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
道
綱
母

を
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
愛
情
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
帰
り
を
急
ご
う
と
す
る
様
子
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
道
綱
母
の
判
断
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
に
か
く
、
諸
注
に
指
摘
は
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
庭
作
り
や

｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
成
果
を
尋
ね
た
も
の
と
考
え
た
い
の
で

あ
る
。
兼
家
邸
で
は
、
兼
家
が
前
栽
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

草
花
は
、
手
入
れ
が
さ
れ
ず
に
ほ
お
っ
て
お
く
と
、
①
に
あ
っ
た
よ
う
に

｢

生
ひ
こ
り
て｣

し
ま
う
。
そ
こ
で

｢

つ
く
ろ
ふ｣

こ
と
に
な
る

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽
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わ
け
だ
が
、
そ
の
作
業
の
一
つ
を
実
際
的
に
言
う
と
、｢

掘
り
あ
か
つ｣

に
な
る
。

⑤

か
く
て
忌
果
て
ぬ
れ
ば
、
例
の
と
こ
ろ
に
渡
り
て
、
ま
し
て
い
と
つ
れ
づ
れ
に
て
あ
り
。
長
雨
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
草
ど
も
生
ひ
こ
り
て

あ
る
を
、
行
ひ
の
ひ
ま
に
、
掘
り
あ
か
た
せ
な
ど
す
。

(

中
巻
・
天
禄
二
年

(

九
七
一)

五
月
・
二
二
四
頁)

父
の
家
で
の
長
精
進
を
終
え
て
、
自
邸
に
も
ど
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
雨
に
な
り
草
花
が
生
い
茂
っ
て
き
た
の
で
、
勤
行
の
合
間
に

｢

掘

り
あ
か
た｣

さ
せ
て
い
る
。｢

あ
か
つ｣

は
、
後
の
⑧
に
あ
る

｢

わ
か
つ｣

の
類
義
語
で
、
こ
こ
は
草
花
を
掘
り
だ
し
て
株
分
け
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ど
こ
か
に
配
る
と
解
す
る
説

(

講
義
・
全
講
な
ど)

が
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
前
栽
の
手
入
れ
の
一
つ
が
、｢

掘
り
あ
か
つ｣

こ

と
、
株
分
け
に
な
る
。
陰
暦
五
月
は
、
こ
れ
に
適
し
た
時
節
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
道
綱
母
は
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
栽
は
手
入
れ
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
見
栄
え
を
よ
く
す
る
た
め
に
清
掃
も
必
要
に
な
る
。
こ
の
用
例
も
認
め
ら
れ
る
。

⑥

南
の
廂
に
出
で
た
る
に
、
つ
つ
ま
し
き
人
の
気
、
近
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
や
を
ら
か
た
は
ら
臥
し
て
聞
け
ば
、
蝉
の
声
い
と
し
げ
う
な
り

に
た
る
を
、
お
ぼ
つ
か
な
う
て
、
ま
だ
耳
を
養
は
ぬ
翁
あ
り
け
り
。
庭
掃
く
と
て
、
箒
を
持
ち
て
、
木
の
下
に
立
て
る
ほ
ど
に
、
に
は
か

に
い
ち
は
や
う
鳴
き
た
れ
ば
、
驚
き
て
、
ふ
り
仰
ぎ
て
言
ふ
や
う
、｢

よ
い
ぞ
よ
い
ぞ
と
言
ふ
な
は
蝉
来
に
け
る
は
。
虫
だ
に
時
節
を
知

り
た
る
よ｣

と
、
ひ
と
り
ご
つ
に
合
は
せ
て
、｢
し
か
し
か｣

と
鳴
き
み
ち
た
る
に
、
を
か
し
う
も
あ
は
れ
に
も
あ
り
け
ん
心
地
ぞ
あ
ぢ

き
な
か
り
け
る
。

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

六
月
・
三
〇
二
〜
三
頁)

南
廂
に
出
た
道
綱
母
が
、｢

な
は
蝉｣

(

未
詳)

が
鳴
い
て
い
る
の
に
や
っ
と
気
づ
い
た
、
庭
で
掃
除
す
る
耳
の
遠
い
翁
の
言
動
を
見
聞
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
蝉
が
鳴
い
て
い
る
の
も
分
か
ら
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
一
段
と
高
く
鳴
い
た
こ
と
で
や
っ
と
気
づ
い
た
翁
の
独
り
言
に
合
わ
せ

て
、
さ
ら
に
蝉
が
一
帯
に
鳴
き
出
し
た
の
が
面
白
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
様
子
も
庭
を
考
え
る
史
料
と
な
ろ
う
。
一
つ
は
、
翁
の
独
り
言
に

あ
る
よ
う
に
、
鳴
く
蝉
で
時
節
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
庭
の
風
情
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貴
族
だ
け
で
な
く
、
下
々
の
人
々
に
も

そ
の
感
覚
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、｢

庭
掃
く
と
て
、
箒
を
持
ち
て｣
と
あ
る
よ
う
に
、
翁
が
貴
族
邸
の
庭
を
、
箒
で
清
掃
す

る
こ
と
で
あ
る
。
貴
族
邸
に
は
、
清
掃
や
門
番
な
ど
に
従
事
す
る
老
人
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』

｢

末
摘
花｣

巻
の
末
摘
花
邸
に

四
二



も
認
め
ら
れ
る
。
庭
は
、
こ
う
し
た
翁
や
下
仕
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

草
木
は
、
や
が
て
枯
れ
た
り
散
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
始
末
の
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
。

⑦

｢
太
刀
と
く
よ｣

と
あ
れ
ば
、
大
夫
取
り
て
、
簀
子
に
片
膝
つ
き
て
ゐ
た
り
。
の
ど
か
に
歩
み
出
で
て
見
ま
は
し
て
、｢

前
栽
を
ら
う
が

は
し
く
焼
き
た
め
る
か
な｣

な
ど
あ
り
。
や
が
て
そ
こ
も
と
に
、
雨
皮
張
り
た
る
車
さ
し
寄
せ
、
男
ど
も
か
る
ら
か
に
て
、
も
た
げ
た
れ

ば
、
は
ひ
乗
り
ぬ
め
り
。
下
簾
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
中
門
よ
り
引
き
出
で
て
、
前
駆
よ
い
ほ
ど
に
追
は
せ
て
あ
る
も
、
ね
た
げ
に
ぞ
聞
こ

ゆ
る
。
日
ご
ろ
い
と
風
は
や
し
と
て
、
南
面
の
格
子
は
上
げ
ぬ
を
、
今
日
か
う
て
見
出
だ
し
て
、
と
ば
か
り
あ
れ
ば
、
雨
よ
い
ほ
ど
に
の

ど
や
か
に
降
り
て
、
庭
う
ち
荒
れ
た
る
さ
ま
に
て
、
草
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
み
わ
た
り
に
け
り
。
あ
は
れ
と
見
え
た
り
。

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

二
月
・
二
七
四
頁)

大
納
言
に
昇
進
し
た
兼
家
が
、
道
綱
母
の
も
と
に
泊
り
、
翌
朝
帰
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
簀
子
に
の
ん
び
り
と
出
て
来
た
兼
家
は
、
庭
を
見
ま

わ
し
て
、｢

前
栽
を
ら
う
が
は
し
く
焼
き
た
め
る
か
な｣

と
感
想
を
も
ら
し
て
い
る
。
枯
れ
た
草
花
や
落
葉
な
ど
が
乱
雑
に
焼
か
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
時
節
は
二
月
で
野
焼
の
こ
ろ
で
あ
る
。
生
活
の
知
恵
と
し
て
、
貴
族
邸
で
も
枯
れ
た
草
花
が
焼
却
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

『

山
水
抄』

に

｢

花
萎
シ
ナ
ン
後
ハ
晴
ノ
所
ヲ
バ
皆
掘
除
ク
ベ
キ
ナ
リ｣ (

３)

と
あ
り
、
落
葉
だ
け
で
な
く
、
根
ご
と
抜
き
取
っ
て
、
処
理
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
焼
却
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
、｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
一
環
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
を
し
た
の
が
、
先

の
翁
な
ど
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
、｢

ら
う
が
は
し
く｣

焼
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

兼
家
が
帰
っ
た
あ
と
、
道
綱
母
は
そ
の
庭
を
南
廂
か
ら
見
出
だ
し
て
い
る
。
荒
れ
た
庭
は
、｢

草
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
み
わ
た
り
に
け
り｣

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。｢

草
は｣

は
、
底
本

｢

く
ち
は｣

で
、｢

朽
葉｣
の
ま
ま
に
す
る
か
、｢

く
さ
は｣

の
誤
写
で

｢

草
は｣

と
も

｢

草
葉｣

と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
前
栽
焼
き
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、｢
朽
葉｣

で
は
不
都
合
で
あ
ろ
う
。｢

草
は｣

で
考
え
て
お
き
た
い
。

前
栽
焼
き
で
荒
れ
た
庭
に
、
早
く
も
芽
を
だ
し
た
草
葉
が
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
光
景
も
時
節
を
知
ら
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

前
栽
の

｢

つ
く
ろ
ひ｣

を
見
て
来
た
。
②
に
あ
っ
た
よ
う
に
新
た
に
植
栽
す
る
こ
と
も
、
そ
の
一
環
で
あ
り
、
さ
ら
に
に
そ
の
前
栽
用
の
草

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽
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花
を
譲
り
受
け
た
事
例
を
見
て
み
た
い
。

二

移
植
さ
れ
る
前
栽

前
栽
の
草
木
は
、
先
の
③
に
あ
っ
た
よ
う
に
播
種
の
他
に
、
多
く
移
植
さ
れ
て
、｢

つ
く
ろ
ひ｣

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
節
で
は
、
移
植
の
事

例
を
二
例
見
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
目
は
、
章
明
親
王
か
ら
薄
を
請
い
受
け
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。

⑧

そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
過
ぎ
て
ぞ
例
の
宮
に
渡
り
た
ま
へ
る
に
、
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
去
年
も
見
し
に
花
お
も
し
ろ
か
り
き
、
薄
む
ら
む
ら
し
げ

り
て
、
い
と
細
や
か
に
見
え
け
れ
ば
、｢

こ
れ
掘
り
わ
か
た
せ
た
ま
は
ば
、
少
し
給
は
ら
む｣

と
聞
こ
え
お
き
て
し
を
、
ほ
ど
経
て
河
原

へ
も
の
す
る
に
、
も
ろ
と
も
な
れ
ば
、｢

こ
れ
ぞ
か
の
宮
か
し｣

な
ど
言
ひ
て
人
を
入
る
。｢

ま
ゐ
ら
む
と
す
る
に
折
な
き
。
類
の
あ
れ
ば

な
む
。
一
日
と
り
申
し
し
薄
聞
こ
え
て
と
、
さ
ぶ
ら
は
む
人
に
言
へ｣

と
て
引
き
過
ぎ
ぬ
。
は
か
な
き
祓
な
れ
ば
、
ほ
ど
な
う
帰
り
た
る

に
、｢

宮
よ
り
薄｣

と
言
へ
ば
、
見
れ
ば
、
長
櫃
と
い
ふ
も
の
に
、
う
る
は
し
う
掘
り
立
て
て
、
青
き
色
紙
に
結
び
つ
け
た
り
。
見
れ
ば
、

か
く
ぞ
、

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

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
。

(

上
巻
・
応
和
三
年

(

九
六
三)

六
月
・
一
二
七
〜
八
頁)

こ
の
引
用
冒
頭
部
の

｢

ま
ゐ
り
た
れ
ば｣

の
主
体
を
、
兼
家
に
す
る
説
も
あ
る
が
、
道
綱
母
と
し
て
お
き
た
い
。
や
や
分
か
り
に
く
い
の
で
、

概
要
を
記
せ
ば
、
去
年
も
伺
っ
た
折
に
花
が
美
し
か
っ
た
宮
邸
で
、
今
年
は
薄
が
群
生
し
て
、
と
て
も
ほ
っ
そ
り
と
見
え
た
の
で
、｢

こ
れ
掘

り
わ
か
た
せ
た
ま
は
ば
、
少
し
給
は
ら
む｣

と
懇
願
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
河
原
に
夏
越
の
祓
に
出
か
け
て
宮
邸
の
側
を

通
り
過
ぎ
る
際
に
、
一
緒
に
い
た
兼
家
が
、
同
行
者
が
い
る
た
め
参
上
で
き
な
い
無
礼
と
、
お
願
い
し
て
お
い
た
薄
を
よ
ろ
し
く
と
の
伝
言
を

四
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託
し
た
。
祓
を
済
ま
せ
て
帰
宅
し
て
み
る
と
、
章
明
親
王
か
ら
薄
が

｢

長
櫃
と
い
ふ
も
の
に
、
う
る
は
し
う
掘
り
立
て｣

ら
れ
て
、
歌
が

｢

青

き
色
紙｣

に
結
び
付
け
ら
れ
て
贈
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
綱
母
が
章
明
親
王
に
薄
を
ね
だ
っ
た
こ
と
を
兼
家
は
聞
か
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
道
綱
母
の
願
い
を
察
し
て
、
兼
家
が
気
を
き
か
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
薄
も
根
株
ご
と
贈
答
さ
れ
、
移
植
さ
れ
た
事
例
と
な
る
。
親
し
い
人
に
は
、
前
栽
の
草
花
を
ね
だ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
道
綱

母
は
、｢

掘
り
わ
か
つ｣

こ
と
が
あ
れ
ば
、
少
し
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

｢

掘
り
わ
か
つ｣

は
、
④
の

｢

掘
り
あ
か
つ｣

と
同
義
で
、
株
分
け
す
る
意
で
あ
る
。
こ
の
両
例
で
、
群
生
す
る
植
物
は
、
移
植
し
て
済
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
生
長
す
る
と
株
分
け
さ
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
風
流
を
解
す
る
人
ど
う
し
で
贈
答
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
贈
る
際
の
趣
向
も
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
。
章
明
親
王
は
長
櫃
に
土
を
入
れ
て
掘
り
、
薄
を
き
れ
い
に
植
え
立
て
た
の
で
あ
る
。

物
を
贈
答
す
る
際
に
、
硯
箱
や
櫛
箱
の
蓋
や
身
に
、
物
を
置
い
た
り
入
れ
た
り
す
る
の
が
当
時
の
作
法
で
あ
っ
た
。
こ
こ
も
諸
注
に
指
摘
は
な

い
が
、
章
明
親
王
は
そ
れ
に
倣
っ
て
、
薄
な
の
で
長
櫃
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
流
な
宮
の
贈
答
の
趣
向
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、｢

青

き
色
紙
に
結
び
つ
け
た｣

、
送
り
状
と
も
な
る
歌
も
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。｢

青
き｣

は
、
⑦
に

｢

草
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
み
わ
た
り
に
け

り｣

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
緑
色
の
こ
と
で
あ
る
。

歌
は
、｢

は
っ
き
り
と
穂
に
咲
き
出
た
な
ら
ば
、
道
行
く
人
も
招
く
こ
と
の
で
き
る
私
の
家
の
美
し
い
薄
を
、
あ
な
た
が
欲
し
が
る
の
は
何

と
も
切
な
く
、
掘
っ
て
贈
る
の
も
、
訪
れ
が
な
く
な
る
か
と
思
う
と
つ
ら
い
こ
と
で
す｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

秀
に
出
づ｣

と

｢

穂
に
出
づ｣

、

｢

欲
る｣

と

｢

掘
る｣

が
そ
れ
ぞ
れ
掛
け
ら
れ
、
人
を
招
く
と
さ
れ
る
薄
を
道
綱
母
に
贈
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
今
後
わ
た
し
の
所
に
は
お
出
で

に
な
ら
な
く
な
る
で
し
ょ
う
と
戯
れ
た
の
で
あ
る
。
薄
、
あ
る
い
は
女
郎
花
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
歌
の
措
辞
と
な
っ
て
お
り
、
来
訪
が
な
く
な

る
と
の
懸
念
を
わ
ざ
と
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

薄
の
宮
邸
か
ら
の
移
植
に
は
、
兼
家
の
心
遣
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
章
明
親
王
と
の
親
密
な
交
誼
も
窺
え
た
。
道
綱
母
の
仕
合
わ
せ
な
時
期

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
状
況
や
心
境
が
変
わ
る
と
、
同
じ
移
植
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
陰
影
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
が
二
つ

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽

四
五



目
の
事
例
に
な
る
。

二
つ
目
は
、
呉
竹

(

淡
竹
の
一
種)

の
移
植
に
な
る
。

⑨

さ
は
れ
、
よ
ろ
づ
に
こ
の
世
の
こ
と
は
あ
い
な
く
思
ふ
を
、
去
年
の
春
、
呉
竹
植
ゑ
む
と
て
乞
ひ
し
を
、
こ
の
ご
ろ

｢

奉
ら
む｣

と
言

へ
ば
、｢
い
さ
や
、
あ
り
も
遂
ぐ
ま
じ
う
思
ひ
に
た
る
世
の
中
に
、
心
な
げ
な
る
わ
ざ
を
や
し
お
か
む｣

と
言
へ
ば
、｢

い
と
心
せ
ば
き
御

こ
と
な
り
。
行
基
菩
薩
は
、
ゆ
く
す
ゑ
の
人
の
た
め
に
こ
そ
、
実
な
る
庭
木
は
植
ゑ
た
ま
ひ
け
れ｣

な
ど
言
ひ
て
、
お
こ
せ
た
れ
ば
、
あ

は
れ
に
、
あ
り
し
と
こ
ろ
と
て
、
見
む
人
も
見
よ
か
し
と
思
ふ
に
、
涙
こ
ぼ
れ
て
植
ゑ
さ
す
。
二
日
ば
か
り
あ
り
て
、
雨
い
た
く
降
り
、

東
風
は
げ
し
く
吹
き
て
、
一
筋
二
筋
う
ち
か
た
ぶ
き
た
れ
ば
、
い
か
で
直
さ
せ
む
、
雨
間
も
が
な
、
と
思
ふ
ま
ま
に
、

靡
く
か
な
思
は
ぬ
か
た
に
呉
竹
の
憂
き
世
の
末
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

(

中
巻
・
天
禄
二
年

(

九
七
一)

二
月
・
二
一
九
〜
二
〇
頁)

前
年
に
、
あ
る
人
に
頼
ん
で
お
い
た
呉
竹
が
届
け
ら
れ
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
前
年
と
は
心
境
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
道
綱
母
は
出

家
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
呉
竹
を
贈
り
ま
し
ょ
う
と
言
わ
れ
て
、
ま
と
も
な
人
生
を
全
う
で
き
そ
う
も
な
い
の
で
思
慮
の
な
い
よ
う

な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
辞
退
の
返
事
を
し
て
い
る
。
す
る
と
、
そ
の
人
は
、
行
基
菩
薩
は
将
来
の
人
の
た
め
に

｢

実
な
る
庭
木
は
植
ゑ｣

た

の
だ
と
し
て
、
贈
っ
て
き
て
し
ま
う
。
呉
竹
は

｢

実
な
る
庭
木｣

で
は
な
い
が
、
竹
類
は
一
般
に
筍
を
食
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
に
準

じ
て
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
綱
母
は
そ
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
、
亡
き
将
来
、
こ
こ
が
自
分
の
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ
と
見
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
、
涙
な
が
ら
に
植
え
さ
せ
て
い
る
。
移
植
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
③
で
侍
女
が
言
っ
て
い
た

｢

呉
竹
も
、
一
筋
倒
れ
て
は
べ

り
し｣

に
な
ろ
う
。
呉
竹
は
倒
れ
や
す
い
の
で
あ
り
、
移
植
し
て
二
日
ほ
ど
で
、
す
で
に

｢

一
筋
二
筋
う
ち
か
た
ぶ｣

い
て
い
る
。
直
さ
せ
た

い
と
思
い
な
が
ら
、
そ
の
様
子
を
歌
に
し
て
、
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。

歌
は
、｢

傾
き
靡
い
て
い
る
こ
と
だ
。
思
い
も
か
け
な
い
方
角
に
呉
竹
は
。
竹
の
節よ

で
は
な
い
が
、
辛
い
人
の
世よ

の
わ
た
し
の
行
く
末
は
、

こ
ん
な
う
ら
ぶ
れ
た
姿
な
の
に
違
い
な
い｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

世｣

は
竹
の
縁
語
の

｢

節｣

と
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
傾
き
撓
っ
た
呉
竹
の

様
子
に
、
自
身
の
行
く
末
が
重
ね
ら
れ
て
、
案
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
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兼
家
に
は
す
で
に
近
江
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
女
性
が
存
在
し
て
い
る
。
兼
家
と
の
関
係
に
絶
望
的
な
思
い
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
道
綱
母
に

は
、
傾
い
た
呉
竹
に
さ
え
、
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
章
明
親
王
か
ら
薄
が
贈
ら
れ
た
時
点
と
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
二
節
に
わ
た
っ
て
前
栽
の

｢

つ
く
ろ
ひ｣

の
あ
り
よ
う
を
見
て
み
た
。｢

植
ゑ｣

｢

種
取
る｣

｢

掘
り
あ
か
つ｣

｢

掘
り
わ
か
つ｣

｢

掃

く｣
｢

焼
く｣

、
そ
し
て
、
移
植
な
ど
が
、
そ
の
一
環
と
し
て

『

蜻
蛉
日
記』

に
は
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
道
綱
母
に
固
有
な
こ

と
で
は
な
く
、
広
く
貴
族
女
性
た
ち
に
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
綱
母
の
日
常
も
、
こ
う
し
た

｢

つ
く
ろ
ひ｣

さ
れ
た
前
栽
で
、

慰
め
を
得
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
中
の
前
栽
の
用
例
を
見
わ
た
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い

よ
う
で
あ
る
。
続
い
て
、
道
綱
母
固
有
の
前
栽
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

三

庭
へ
の
視
線

寝
殿
造
の
庭
は
、『

作
庭
記』

な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
寝
殿
南
廂
か
ら
の
眺
望
を
基
本
と
し
て
造
作
さ
れ
て
い
た
。
道
綱
母
の
家
の

規
模
は
未
詳
だ
が
、
や
は
り
南
廂
な
ど
か
ら
庭
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
折
々
の
心
境
が
、
お
の
ず
と
見
る
こ

と
を
規
制
し
て
い
た
。
見
つ
め
ら
れ
た
庭
の
風
景
に
は
、
自
身
の
心
境
が
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
②
の
色
づ
い
た
稲
葉
や
、
⑨
の
傾
い

た
呉
竹
を
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
に
で
あ
る
。
物
語
で
は
、
心
象
風
景
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『

蜻
蛉
日
記』

に
も
同
じ
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら

れ
よ
う
。
道
綱
母
は
、
ど
の
よ
う
に
庭
を
眺
め
て
い
た
の
か
、
こ
の
節
で
は
、
そ
の
事
例
を
す
で
に
引
用
し
た
以
外
か
ら
取
り
出
し
て
い
き
た

い
。
し
た
が
っ
て
、
庭
と
か
か
わ
る
平
安
貴
族
女
性
の
個
別
的
な
事
例
と
な
る
。
以
下
、
該
当
す
る
本
文
を
列
挙
す
る
。
眺
め
る
意
の
語
彙
に

一
重
線
、
眺
め
ら
れ
た
物
に
二
重
線
、
及
び
そ
の
折
の
道
綱
母
の
心
情
・
心
境
を
表
す
部
分
に
波
線
を
付
し
た
。

⑩

六
月
に
な
り
ぬ
。
つ
い
た
ち
か
け
て
長
雨
い
た
う
す
。
見
出
だ
し
て
、
ひ
と
り
ご
と
に
、

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽
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わ
が
宿
の
嘆
き
の
下
葉
色
深
く
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が
め
ふ
る
ま
に

(

上
巻
・
天
暦
十
年

(

九
五
六)

六
月
・
一
〇
四
頁)

⑪

前
栽
の
花
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
や
り
て
、
臥
し
な
が
ら
か
く
ぞ
い
は
る
る
。
か
た
み
に
恨
む
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
あ
る
べ

し
。

も
も
草
に
乱
れ
て
見
ゆ
る
花
の
色
は
た
だ
白
露
の
お
く
に
や
あ
る
ら
む

と
う
ち
い
ひ
た
れ
ば
、
か
く
い
ふ
。

み
の
あ
き
を
思
ひ
乱
る
る
花
の
上
の
露
の
心
は
い
へ
ば
さ
ら
な
り

な
ど
い
ひ
て
、
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
。

(

上
巻
・
天
徳
元
年

(

九
五
七)

秋
・
一
一
一
〜
二
頁)

⑫

こ
れ

(

荒
れ
た
家)

を
つ
れ
な
く
出
で
入
り
す
る
は
、
こ
と
に
心
細
う
思
ふ
ら
む
な
ど
、
深
う
思
ひ
寄
ら
ぬ
な
め
り
な
ど
、
千
種
に
思

ひ
乱
る
。
こ
と
し
げ
し
と
い
ふ
は
、
何
か
、
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
、
八
月
ば
か
り
に
な
り

に
け
り
。

(

上
巻
・
康
保
三
年

(

九
六
六)

七
月
・
一
四
七
〜
八
頁)

⑬

暮
ら
し
明
か
し
て
、
格
子
な
ど
上
ぐ
る
に
、
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
夜
、
雨
の
降
り
け
る
気
色
に
て
、
木
ど
も
露
か
か
り
た
り
。
見
る
ま

ま
に
お
ぼ
ゆ
る
や
う
、

夜
の
う
ち
は
ま
つ
に
も
露
は
か
か
り
け
り
明
く
れ
ば
消
ゆ
る
も
の
を
こ
そ
思
へ

(

中
巻
・
天
禄
元
年

(

九
七
〇)

五
月
・
一
九
一
〜
二
頁)

⑭

今
朝
も
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
屋
の
上
の
霜
い
と
白
し
。
童
べ
、
昨
夜
の
姿
な
が
ら
、｢

霜
く
ち
ま
じ
な
は
む｣

と
て
騒
ぐ
も
、
い
と
あ

は
れ
な
り
。｢

あ
な
さ
む
、
雪
恥
づ
か
し
き
霜
か
な｣

と
口
お
ほ
ひ
し
つ
つ
、
か
か
る
身
を
頼
む
べ
か
め
る
人
ど
も
の
う
ち
聞
こ
え
ご
ち
、

た
だ
な
ら
ず
な
む
お
ぼ
え
け
る
。

(

中
巻
・
天
禄
二
年

(

九
七
一)

九
月
・
二
六
五
頁)

⑮

三
日
に
な
り
ぬ
る
夜
降
り
け
る
雪
、
三
四
寸
ば
か
り
た
ま
り
て
、
今
も
降
る
。
簾
を
巻
き
上
げ
て
な
が
む
れ
ば
、｢

あ
な
寒｣

と
言
ふ

声
、
こ
こ
か
し
こ
に
聞
こ
ゆ
。
風
さ
へ
は
や
し
。
世
の
中
い
と
あ
は
れ
な
り
。

(
下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

二
月
・
二
七
五
頁)

四
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⑯

八
日
の
日
、
未
の
時
ば
か
り
に
、｢

お
は
し
ま
す
お
は
し
ま
す｣

と
の
の
し
る
。
中
門
お
し
開
け
て
、
車
ご
め
引
き
入
る
る
を
見
れ
ば
、

御
前
の
を
の
こ
ど
も
、
あ
ま
た
、
轅
に
つ
き
て
、
簾
巻
き
上
げ
、
下
簾
左
右
お
し
挟
み
た
り
。
榻
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
下
り
走
り
て
、
紅

梅
の
た
だ
い
ま
盛
り
な
る
下
よ
り
さ
し
歩
み
た
る
に
、
似
げ
な
う
も
あ
る
ま
じ
う
、
う
ち
あ
げ
つ
つ
、｢

あ
な
お
も
し
ろ｣

と
言
ひ
つ
つ

歩
み
上
り
ぬ
。

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

二
月
・
二
八
七
〜
八
頁)

⑰

こ
の
ご
ろ
、
空
の
気
色
な
ほ
り
た
ち
て
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
り
。
暖
か
に
も
あ
ら
ず
、
寒
く
も
あ
ら
ぬ
風
、
梅
に
た
ぐ
ひ
て
鶯
を

さ
そ
ふ
。
鶏
の
声
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
う
聞
こ
え
た
り
。
屋
の
上
を
な
が
む
れ
ば
、
巣
く
ふ
雀
ど
も
、
瓦
の
下
を
出
で
入
り
さ
へ
づ
る
。

庭
の
草
、
氷
に
許
さ
れ
顔
な
り
。

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

二
月
・
二
八
九
頁)

⑱

こ
の
ご
ろ
、
庭
も
は
だ
ら
に
花
降
り
し
き
て
、
海
と
も
な
り
な
む
と
見
え
た
り
。
今
日
は
二
十
七
日
、
雨
昨
日
の
夕
よ
り
降
り
、
風
残

り
の
花
を
払
ふ
。

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

二
月
・
二
九
二
頁)

⑲

三
月
に
な
り
ぬ
。
木
の
芽
雀
隠
れ
に
な
り
て
、
祭
の
こ
ろ
お
ぼ
え
て
、

(

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

三
月
・
二
九
三
頁)

⑳

二
月
に
な
り
ぬ
。
紅
梅
の
、
常
の
年
よ
り
も
色
濃
く
、
め
で
た
う
に
ほ
ひ
た
る
、
わ
が
心
地
に
の
み
あ
は
れ
と
見
た
れ
ど
、
な
に
と
見

た
る
人
な
し
。

(

下
巻
・
天
延
元
年

(

九
七
三)

二
月
・
三
〇
九
頁)

��
か
か
る
こ
と
を
尽
き
せ
ず
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
つ
い
た
ち
よ
り
雨
が
ち
に
な
り
に
た
れ
ば
、｢

い
と
ど
嘆
き
の
芽
を
も
や
す｣

と
の
み

な
む
あ
り
け
る
。

(

下
巻
・
天
延
元
年

(

九
七
三)

二
月
・
三
一
〇
頁)

��
九
月
に
な
り
て
、
ま
だ
し
き
に
格
子
を
上
げ
て
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
内
な
る
に
も
外
な
る
に
も
、
川
霧
立
ち
わ
た
り
て
、
麓
も
見
え
ぬ

山
の
見
や
ら
れ
た
る
も
、
い
と
も
の
悲
し
う
て
、

流
れ
て
の
床
と
頼
み
て
来
し
か
ど
も
我
が
な
か
が
は
は
あ
せ
に
け
ら
し
も

(

下
巻
・
天
延
元
年

(

九
七
三)

九
月
・
三
一
七
頁)

以
上
が
、
道
綱
母
の
視
線
で
捉
え
ら
れ
た
庭
の
光
景
が
記
さ
れ
る
箇
所
に
な
る
。
個
々
の
事
例
を
逐
一
検
討
す
る
余
地
は
な
い
の
で
、
前
節

ま
で
の
事
例
も
含
め
て
全
体
を
時
系
列
で
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽

四
九



№

語
彙

時
節

物

心
情

和
歌

上
巻

⑩

見
出
だ
す

六
月

う
つ
ろ
っ
た
下
葉

嘆
き

独
詠
歌

⑪

見
や
る

秋

咲
き
乱
れ
た
花

思
ひ
乱
る

贈
答
歌

①

な
が
む

秋

生
ひ
こ
り
た
草
花

つ
れ
づ
れ

独
詠
歌

⑫

な
が
む

七
月

蓬
の
茂
り

思
ひ
乱
る
・
思
ひ
な
が
む

中
巻

⑬

見
出
だ
す

五
月

松
露

消
ゆ
る
物
思
ひ

独
詠
歌

②

見
る

六
月

色
づ
い
た
稲
葉

い
と
悲
し

独
詠
歌

⑨

二
月

傾
い
た
呉
竹

憂
き
世

独
詠
歌

⑭

見
出
だ
す

九
月

霜

あ
は
れ
・
た
だ
な
ら
ず

下
巻

⑦

見
出
だ
す

二
月

雨
・
荒
れ
た
庭
・
草

あ
は
れ

⑮

な
が
む

二
月

雪

あ
は
れ

⑯

見
る

二
月

兼
家
・
紅
梅

⑰

な
が
む

二
月

空
・
梅
・
鶯
・
雀
・
草

う
ら
う
ら
と
の
ど
か
・
許
さ
れ
顔

⑱

見
ゆ

二
月

散
る
花

⑲

三
月

雀
隠
れ
の
木
の
芽

⑳

見
る

二
月

紅
梅

あ
は
れ

��
な
が
む

二
月

木
の
芽

な
が
む
・
嘆
き

��
見
出
だ
す

九
月

川
霧

悲
し

独
詠
歌

五
〇



右
で
、��
が
中
川
転
居
後
に
な
る
。
一
覧
し
て
み
て
、
上
中
下
巻
通
し
て
用
例
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
庭
の
さ
ま
ざ
ま
な
草
木
や
天

象
が
眺
め
ら
れ
て
い
て
、
特
に

｢

見
出
だ
す｣

が
多
い
の
は
、
積
極
的
に
庭
を
見
よ
う
と
す
る
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
、

｢

な
が
む｣
で
庭
を
見
る
行
為
が
記
さ
れ
て
お
り
、
視
線
を
送
る
際
に

｢

嘆
き｣

｢

思
ひ
乱
る｣

｢

思
ひ
な
が
む｣

｢

物
思
ひ｣

｢

悲
し｣

｢

あ
は
れ｣

な
ど
の
心
情
・
心
境
を
表
す
語
彙
の
伴
う
場
合
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
庭
の
前
栽
は
、
こ
う
し
た
思
い
で
眺
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
⑰
を

除
く
と
、
物
思
い
が
お
の
ず
と
庭
に
視
線
を
漂
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。『

蜻
蛉
日
記』

に
記
さ
れ
る
庭
や
前
栽
は
、
道
綱
母
の

｢

身
の
上｣

の
あ
り
よ
う
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
記
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
独
詠
歌
に
連
続
す
る
場
合
が
、
上
巻
の
⑩
①
と
中
巻
の
⑬
②
⑨
に
認
め
ら
れ
る
。
⑩
の
独
詠
歌
は
、
そ
の
後
訪
れ
た
兼
家
に
伝
え
ら

れ
て
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
、
①
は
母
の
死
を
詠
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
巻
の
場
合
は
、
物
思
い
が
前
栽
に
触
発
さ
れ
て
お
の
ず
と
独
詠

歌
に
な
っ
て
い
る
。
道
綱
母
の
独
詠
歌
は
、
前
栽
に
か
か
わ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
用
例
の
連
続
の
他
に
、
下
巻
の
⑯
〜
⑲
な
ど
は
、
ど
こ
か
穏
や
か
な
視
線
で
庭
が
素
直
に
見
ら
れ
て
い
る
用
例
が
あ
り
、
兼
家
と

の
関
係
に
一
時
の
静
穏
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
下
巻
の
用
例
⑯
は
、
兼
家
の
来
訪
す
る
姿
が
、｢

紅
梅
の
た
だ
い
ま
盛
り
な
る
下
よ
り

さ
し
歩
み
た
る
に
、
似
げ
な
う
も
あ
る
ま
じ
う｣

と
い
う
よ
う
に
、
前
栽
の
紅
梅
と
と
も
に
見
ら
れ
て
い
る
。『

蜻
蛉
日
記』

で
こ
こ
だ
け
が
、

前
栽
に
兼
家
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
紅
梅
の
も
と
を
歩
み
来
る
風
姿
を
好
ま
し
く
見
出
だ
し
て
い
る
。『

蜻
蛉
日
記』

は
下
巻
に
な
っ

て
、
兼
家
の
姿
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
道
綱
母
に
客
観
的
な
視
線
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
総
じ
て
夫
婦
関

係
へ
の
諦
観
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
、
兼
家
の
風
姿
を
好
意
的
に
見
出
だ
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
道
綱
母

が
迎
え
た
養
女
の
こ
と
を
兼
家
が
認
知
し
、
そ
の
裳
着
ま
で
考
え
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
に
位
置
し
て
い
る
。
家
族
関
係
の
満
足
感
が
、

兼
家
を
見
る
視
線
に
表
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
は
庭
を
見
る
視
線
に
も
表
れ
て
い
る
。
⑯
に
続
く
⑰
⑱
⑲
な
ど
に
は
、
物
思
い
す
る
様
子
は
な
い
。
⑰
に
は
、｢

う
ら
う
ら
と
の
ど
か

『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽

五
一



な
り｣

と
さ
れ
、
空
・
梅
・
鶯
・
雀
・
草
が
見
ら
れ
て
い
る
。
⑱
の
散
る
花
に
も
、
自
身
の
境
遇
は
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
。
⑲
の

｢

木
の
芽
雀

隠
れ
に
な
り
て｣

に
は
、
細
や
か
な
観
察
も
窺
わ
れ
よ
う
。『

蜻
蛉
日
記』

の
中
で
、
こ
の
四
例
は
、
晩
年
の
家
族
関
係
に
満
足
し
た
思
い
で

前
栽
が
見
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
満
足
感
は
、
持
続
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
道
綱
母
の
不
幸
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

こ
の
節
で
は
、
道
綱
母
固
有
の
前
栽
と
の
か
か
わ
り
を
簡
単
な
が
ら
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

以
上
、『

蜻
蛉
日
記』

に
お
い
て
、
庭
や
前
栽
が
記
さ
れ
る
事
例
を
見
て
来
た
。
家
で
夫
を
待
つ
女
の
境
涯
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
道
綱

母
だ
か
ら
こ
そ
、
庭
や
前
栽
の
記
述
が
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
一
、
二
節
で
扱
っ
た
よ
う
な
、
貴
族
女
性
一
般
に
敷
衍
で
き
そ

う
な
庭
へ
の
か
か
わ
り
方
と
、
三
節
で
の
道
綱
母
固
有
の
か
か
わ
り
方
が
、
混
在
し
て
い
た
。
共
に
庭
や
前
栽
を
考
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
生
活
の
営
み
、
夫
婦
関
係
の
営
み
と
い
っ
た
性
格
が
庭
と
の
か
わ
り
で
窺
え
、
別
稿
で
扱
っ
た
宮
仕
女
房
と
し
て
生

き
た
伊
勢
の

『

伊
勢
集』

に
見
ら
れ
る
社
交
的
な
あ
り
よ
う
と
は
違
っ
た
側
面
が
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
は
、
日
記
文
学
と

和
歌
文
学
と
の
違
い
も
関
係
し
て
い
よ
う
が
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
別
途
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

(

１)

拙
稿

｢

平
安
貴
族
女
性
と
庭

『

伊
勢
集』

の
前
栽

｣
(『

大
妻
女
子
大
学
紀
要

文
系

』

48
、
二
〇
一
六
・
三)

。

(

２)

松
本
寧
至

｢｢

稲
妻
の
光
だ
に
こ
ぬ｣

『

蜻
蛉
日
記』

の
歌
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

群
女
国
文』

４
、
一
九
七
四
・
一
二)

。

(

３)

森
蘊

『｢

作
庭
記｣

の
世
界』

(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
六
・
三)

の
翻
刻
に
よ
る
。

五
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