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物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
を
読
む

針　
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行　
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「
古
典
か
ら
み
る
日
本
文
化
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
と
く
に
國
學
院
大
學
が
所
蔵

す
る
『
住
吉
物
語
』
を
素
材
と
し
て
述
べ
た
い
。

　

日
本
文
化
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
物
語
が
絵
画
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
場
面
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　
　

 　
「
物
語
絵
こ
そ
、
心
ば
へ
見
え
て
見
所
あ
る
も
の
な
れ
」
と
て
、
お
も
し
ろ
く
心
ば
へ
あ
る
限
り
を
選
り
つ
つ
描か

か
せ
た
ま
ふ
。

例
の
月
次な
み

の
絵
も
、
見
馴
れ
ぬ
さ
ま
に
言
の
葉
を
書
き
続
け
て
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
わ
ざ
と
を
か
し
う
し
た
れ
ば
、
ま
た
、
こ
な
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た
に
て
も
こ
れ
を
御
覧
ず
る
に
、
心
や
す
く
も
取
り
出
で
た
ま
は
ず
、
い
と
い
た
く
秘
め
て
、
こ
の
御
方
へ
持
て
渡
ら
せ
た
ま
ふ
を

惜
し
み
領ら
う

じ
た
ま
へ
ば
、
大お

と
ど臣

聞
き
た
ま
ひ
て
、「
な
ほ
、
権
中
納
言
の
御み

心
ば
へ
の
若
々
し
さ
こ
そ
改
ま
り
が
た
か
め
れ
」
な
ど

笑
ひ
た
ま
ふ
。

　
　

 　
「
あ
な
が
ち
に
隠
し
て
、
心
や
す
く
も
御
覧
ぜ
さ
せ
ず
悩
ま
し
き
こ
ゆ
る
、
い
と
め
ざ
ま
し
や
。
古
体
の
御
絵
ど
も
の
侍
る
、
参

ら
せ
む
」
と
奏
し
た
ま
ひ
て
、
殿
に
古
き
も
新
し
き
も
絵
ど
も
入
り
た
る
御
厨
子
ど
も
開
か
せ
た
ま
ひ
て
、
女
君
と
も
ろ
と
も
に
、

今
め
か
し
き
は
そ
れ
そ
れ
と
選え

り
調
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
事

の
忌
み
あ
る
は
、
こ
た
み
は
奉
ら
じ
と
選
り
と
ど
め
た
ま
ふ
。

　

右
は
、
帝
（
冷
泉
帝
）
が
絵
を
嗜
好
す
る
の
で
、
光
源
氏
（
大
臣
）
と
、
政
敵
で
あ
る
権
中
納
言
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
絵
を
整
え
る
場
面

で
あ
る
。
権
中
納
言
は
、「
物
語
絵
」（
物
語
の
展
開
を
も
と
に
し
た
場
面
・
人
物
を
絵
に
し
た
も
の
）
を
は
じ
め
と
し
て
、「
月
次
の
絵
」 

（
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
々
の
行
事
や
風
物
を
絵
と
し
た
も
の
）
を
新
た
に
制
作
さ
せ
る
。
光
源
氏
側
の
斎
宮
の
女
御
の
方
で
見
た

い
と
願
っ
て
い
る
の
に
、
権
中
納
言
は
な
か
な
か
手
放
そ
う
と
し
な
い
の
で
、
彼
の
大
人
げ
な
い
性
格
が
露
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

光
源
氏
は
、「
女
君
」（
紫
の
上
）
と
と
も
に
、厨
子
に
所
蔵
し
て
い
た
「
古
体
の
絵
」（
代
々
収
蔵
さ
れ
て
き
た
古
い
名
画
）
の
中
か
ら
、「
長

恨
歌
」（
唐
の
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
と
の
恋
物
語
を
絵
画
化
し
た
も
の
）
や
「
王
昭
君
」（
漢
の
元
帝
に
仕
え
て
い
た
官
女
が
胡
国
に
遣
わ

さ
れ
た
物
語
を
絵
画
化
し
た
も
の
）
な
ど
の
帝
と
悲
し
く
離
別
す
る
物
語
以
外
を
選
び
出
し
、
帝
に
献
上
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
光
源
氏

の
「
古
体
」
な
る
嗜
好
が
窺
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
、
宮
中
の
儀
式
、
日

本
の
物
語
文
学
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
物
語
な
ど
を
絵
画
化
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
物
語
文
学
が
絵
画
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
な
文
化
創
造
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
絵
画
と
出
会
っ
た
物
語
は
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
が
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、現
在
、平
安
時
代
に
制
作
さ
れ
た
物
語
は
な
か
な
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、時
代
が
下
り
、江
戸
時
代
前
期
、
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特
に
寛
文
・
延
宝
期
に
、
そ
の
時
代
の
文
化
の
所
産
と
し
て
、
多
く
の
絵
入
り
の
物
語
絵
巻
や
、
絵
草
紙
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

に
は
平
安
時
代
の
物
語
文
学
を
素
材
と
し
た
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
や
、
御
伽
草
子
を
元
に
し
た
奈
良
絵
本
や
奈
良
絵
巻
な
ど
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
國
學
院
大
學
に
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、『
竹
取
物
語
絵
巻
』
を
は
じ
め
、『
住
吉
物
語
』、『
呉
越

絵
』、『
舟
の
ゐ
と
く
』
な
ど
の
多
数
の
物
語
絵
巻
・
絵
草
紙
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
日
は
そ
の
中
か
ら
、『
住
吉
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
、

日
本
文
化
の
所
産
と
し
て
の
「
物
語
絵
・
絵
草
紙
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
住
吉
物
語
』
に
つ
い
て
は
ご
存
じ
の
方
も
い

る
と
思
う
が
、
い
わ
ゆ
る
継
子
譚
、
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
。
宮
腹
の
母
を
持
つ
「
住
吉
の
姫
君
」
が
、
七
歳
の
頃
に
母
宮
と
死
別

し
、
継
母
の
い
じ
め
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
姫
君
を
恋
い
慕
う
男
君
が
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乳
母
が
出
家
生
活
を
し
て
い
た
住
吉

ま
で
逃
れ
て
い
っ
た
。
最
後
は
、
長
谷
寺
の
霊
験
に
よ
っ
て
、
姫
君
と
男
君
と
は
結
ば
れ
て
都
に
戻
っ
て
き
て
、
子
孫
が
繫
栄
を
極
め
る

と
い
う
物
語
で
あ
る
。
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現
在
、『
住
吉
物
語
』
は
、物
語
と
し
て
の
生
成
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
本
文
を
持
つ
『
住
吉
物
語
』
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

特
に
和
歌
な
ど
は
数
多
く
改
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
『
住
吉
物
語
』
の
中
で
も
、和
歌
が
二
十
首
く
ら
い
し
か
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、百
首 

以
上
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
皆
さ
ん
が
よ
く
手
に
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
小
学
館
）
で
は
大
東
急
文
庫
本

を
用
い
て
い
て
、
そ
の
『
住
吉
物
語
』
に
は
七
十
数
首
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。
一
方
、
慶
長
古
活
字
本
を
底
本
に
持
つ
新
日
本
古
典
文
学

大
系
本
（
岩
波
書
店
）
の
『
住
吉
物
語
』
に
は
歌
が
四
十
首
余
り
し
か
な
い
。
同
じ
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
成

過
程
を
経
た
『
住
吉
物
語
』
に
お
い
て
、
歌
の
言
葉
の
力
が
あ
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
物
語
の
力
が
あ
る
か
ら
か
、
多
く
の
『
住
吉
物
語
』
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が
生
ま
れ
た
。

　

そ
の
中
で
、
國
學
院
大
學
に
は
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
簡
単
に
書
誌
を
示
し
て
、
紹
介
す
る
。

　

一
点
目
は
、
一
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
一
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、
縦
一
六
・
四
糎
、
横
二
五
・
九
糎
の
横
型
の
体
裁
で
、
そ
の

中
に
挿
絵
が
二
八
図
あ
る
。
歌
数
は
四
三
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、慶
長
十
行
古
活
字
本
を
も
と
と
し
た
流
布
本
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

二
点
目
は
、
上
、
下
、
二
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
二
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、
縦
一
七
・
九
糎
、
横
二
六
・
四
糎
の
横
型
の
体
裁
で
、

挿
絵
は
上
冊
に
十
四
図
、
下
冊
に
十
三
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
歌
数
は
四
二
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、「
一
冊
本
」
と
同
じ
く
流

布
本
で
あ
る
。

　

三
点
目
は
、上
、中
、下
、三
冊
の
冊
子
本
（
略
号
「
三
冊
本
」）
で
あ
る
。
寸
法
は
、縦
三
一
・
四
糎
、横
二
四
・
二
糎
の
縦
型
の
体
裁
で
、

い
わ
ゆ
る
大
型
の
絵
草
紙
（
冊
子
本
）
で
あ
る
。
料
紙
も
雲
英
紙
と
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
挿
絵
は
、
上
冊
に
四
図
、
中
冊
に
四
図
、
下

冊
に
四
図
が
あ
る
。
歌
数
は
二
二
首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、
流
布
本
で
あ
る
が
、
尾
州
徳
川
家
本
に
近
い
も
の
の
独
自
異
文
が
多
く
、

特
に
末
尾
は
諸
本
と
異
な
る
。

　

四
点
目
は
、上
、中
、下
、三
巻
の
巻
物
（
略
号
「
絵
巻
」）
で
あ
る
。
紙
高
は
、縦
三
二
・
五
糎
で
、長
さ
は
、上
巻
は
一
四
・
七
二
米
、

中
巻
は
一
五
・
〇
四
米
、
下
巻
は
一
四
・
六
五
米
で
あ
る
。
挿
絵
は
、
上
巻
に
七
図
、
中
巻
に
七
図
、
下
巻
に
六
図
あ
る
。
歌
数
は
二
四

首
で
あ
る
。
本
文
の
系
統
は
、
流
布
本
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
の
特
徴
に
つ
い
て
末
尾
本
文
の
相
違
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
一
冊
本
」
と
「
二
冊
本
」
の
巻
末
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ
た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮
ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の

こ
と
は
な
し
年
月
ふ
る
ま
ま
に
衰
へ
て
つ
ゐ
に
は
は
か
な
く
な
り
に
け
り
む
く
つ
け
き
女
あ
さ
ま
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
惑
ひ
あ
り
き
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け
る
と
か
や
人
に
も
の
を
思
は
せ
う
し
ろ
め
た
か
り
し
報
ひ
な
れ
は
む
す
め
た
ち
の
た
め
我
が
た
め
心
憂
き
の
み
に
て
年
月
送
り
ぬ

る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
情
け
な
き
者
は
栄
へ
短
く
情
け
あ
る
人
は
は
る
࠭

と
栄
へ
は
ん
へ
り
こ
れ
を
見
聞
か
ん
人
々
は
か
ま
ひ
て

人
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
（
原
文
に
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
）

　

継
子
物
語
の
終
焉
と
し
て
、「
さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ
た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮

ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
」
と
、
継
母
の
後
日
譚
が
語
ら
れ
て
い
る
。
継
母
は
、
夫
君
の
中
納
言
の
縁
者
か
ら
疎
外
さ
れ
、

旧
邸
に
破
れ
た
家
に
暮
ら
し
て
一
人
寂
し
く
死
ん
で
い
く
と
い
う
。「
む
つ
け
き
女
」
の
侍
女
も
離
散
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
継
母

に
つ
い
て
、
物
語
は
「
う
し
ろ
め
た
か
り
し
報
」
で
あ
る
と
断
じ
る
。
そ
れ
故
に
、「
情
け
な
き
者
は
栄
え
短
く
情
け
あ
る
人
は
は
る 

࠭

と
栄
へ
は
ん
へ
り
」
と
、
人
は
「
情
け
」
が
あ
る
こ
と
が
か
け
が
え
な
い
も
の
と
し
、『
住
吉
物
語
』
の
継
子
物
語
を
見
聞
く
人
は
、

「
か
ま
ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
」
と
終
わ
る
。
こ
の
物
語
の
「
と
そ
」
と
の
語
り
お
さ
め
は
、『
住
吉
物
語
』
が
、
い
わ
ゆ
る
嫁

入
り
本
と
し
て
、
子
女
の
教
訓
話
の
体
裁
を
志
向
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
三
冊
本
」
の
巻
末
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

継
母
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
࠭

し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
葉
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
り
む
す

め
の
き
ん
た
ち
も
あ
さ
ま
し
き
継
母
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
ま
こ
と
の
お
や
と
い
ひ
な
か
ら
む
つ
ひ
給
ふ
こ
と
も
な
く
人
聞
き
よ

ろ
つ
に
つ
け
て
は
つ
か
し
く
く
ち
を
し
う
お
ほ
え
給
ふ
む
く
つ
け
女
た
ち
た
ゝ
一
人
な
り
た
ゝ
た
な
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
さ

す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の
中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り
ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を

あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し
と
な
か
࠭

に
申
も
を
ろ
か
な
り
是
を
見
聞
く
人
い
か
に
も
心
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け

を
も
つ
は
ら
と
し
て
し
ん
࠭

あ
る
へ
き
も
の
な
り

　

物
語
は
、「
継
母
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
࠭

し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
葉
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
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り
」
と
、
晩
年
の
継
母
が
一
人
寂
し
く
死
に
ゆ
く
様
や
、
邸
の
荒
廃
の
様
を
比
喩
的
な
表
現
で
語
る
。
続
い
て
、
実
の
姫
君
た
ち
が
継
母

か
ら
離
反
し
た
の
は
、「
あ
さ
ま
し
き
継
母
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
」
と
、
住
吉
の
姫
君
へ
の
仕
打
ち
を
し
た
、
継
母
の
「
つ
ら
き
」

性
格
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
さ
す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の
中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り

ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を
あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し
と
な
か
࠭

に
申
も
を
ろ
か
な
り
」
と
、「
嵐
」
と
「
あ
ら
じ
」
と
和

歌
的
修
辞
法
を
用
い
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
、「
あ
さ
ま
し
」
き
継
母
の
本
性
が
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」
の
語
り
お
さ
め
は
、「
是

を
見
聞
く
人
い
か
に
も
心
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け
を
も
つ
は
ら
と
し
て
し
ん
࠭

あ
る
へ
き
も
の
な
り
」（
慈
悲
を

先
と
し
て
、
情
を
専
ら
と
し
て
信
心
あ
る
べ
き
も
の
な
り
）
と
、
観
音
信
仰
に
お
け
る
「
慈
悲
」
を
大
事
に
す
る
こ
と
を
、
人
々
に
す
す

め
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
三
冊
本
」
と
同
一
本
文
を
持
つ
『
住
吉
物
語
』
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
ダ
ブ
リ
ン
市
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
（CBL

）
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。CBL

所
蔵
の
『
住
吉
物
語
』
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
「
三
冊
本
」
と
同
じ
時
期 

（
江
戸
時
代
前
期
）
に
、
同
じ
絵
草
紙
屋
の
手
で
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

　
　

参
考　

CBL

所
蔵
『
住
吉
物
語
』
の
巻
末
の
本
文

　
　

 　

ま
ゝ
は
は
日
に
そ
へ
て
心
ほ
そ
く
た
え
࠭

し
き
あ
り
さ
ま
に
て
こ
と
の
は
も
な
き
す
ま
ゐ
に
て
あ
さ
ま
し
と
は
を
ろ
か
な
り
む

す
め
の
き
ん
た
ち
も
あ
さ
ま
し
き
は
ゝ
の
御
心
の
つ
ら
さ
な
れ
は
か
ゝ
る
そ
と
て
む
つ
ひ
給
ふ
こ
と
も
な
し
人
聞
ゝ
よ
ろ
つ
に
つ
け

て
は
つ
か
し
く
く
ち
お
し
う
お
ほ
え
給
ふ
む
く
つ
け
女
た
ゝ
一
人
な
り
た
ゝ
な
く
よ
り
外
の
こ
と
も
な
し
さ
す
か
ひ
ろ
き
と
こ
ろ
の

中
に
た
え
て
こ
と
ゝ
ふ
も
の
と
て
は
あ
ら
し
の
風
の
を
と
は
か
り
ゑ
も
き
は
か
と
を
と
ち
む
く
ら
は
う
へ
を
あ
ら
そ
ひ
て
あ
さ
ま
し

と
も
な
か
࠭

に
申
は
お
ろ
か
な
り
け
り
こ
れ
を
み
き
く
人
は
い
か
に
も
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
て
な
さ
け
を
も

つ
は
ら
と
し
て
し
ん
࠭

あ
る
へ
し
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最
後
に
、
四
点
目
の
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
絵
巻
』
の
巻
末
の
本
文
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
　

 　

さ
て
継
母
見
聞
人
々
に
疎
ま
れ
朝
夕
は
音
を
の
み
泣
き
給
て
世
の
中
衰
へ
終
に
は
か
な
く
な
り
給
ふ
む
く
つ
け
き
女
は
あ
さ
ま
し

き
あ
り
さ
ま
に
て
惑
ひ
あ
り
き
け
る
と
か
や
昔
も
今
も
人
に
は
ら
く
ろ
な
る
人
は
か
ゝ
る
こ
と
な
り
こ
れ
を
見
聞
か
ん
人
々
は
か
ま

ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
べ
き
な
り
と
そ

　
「
絵
巻
」
の
巻
末
に
も
、
継
母
の
後
日
譚
が
、「
さ
て
継
母
見
聞
く
人
々
に
…
…
惑
ひ
あ
り
き
け
る
と
か
や
」
と
あ
る
。
と
く
に
、「
は

ら
く
ろ
な
る
人
は
…
…
よ
か
り
ぬ
へ
き
な
り
と
そ
」
は
注
目
さ
れ
る
。「
は
ら
く
ろ
」
な
る
言
葉
は
、
古
典
語
と
し
て
は
、
す
で
に
、
平

安
時
代
の
『
蜻
蛉
日
記
』、『
金
葉
和
歌
集
』
な
ど
に
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』（
下
巻
の
天
延
二
年
四
月
条
）
で
は
、
兼
家
の
弟
（
遠
度
）
が

道
綱
母
の
養
女
へ
求
婚
を
す
る
た
め
に
来
訪
し
た
際
に
、
簀
子
の
灯
火
が
消
え
て
い
た
の
で
、
道
綱
母
が
、
そ
れ
を
知
ら
せ
な
い
遠
度
の

姿
勢
に
対
し
て
咎
め
た
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
金
葉
和
歌
集
』（
恋
下
・
五
〇
七
）
で
は
、「
は
な
う
る
し
こ
や
ぬ
る

人
の
な
か
り
け
る
あ
な
腹
黒
の
君
が
心
や
」
と
あ
り
、恋
人
の
不
実
な
性
格
を
非
難
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
は
ら
く
ろ
」
は
、
古
典
語
と
し
て
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
性
格
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
人
の
こ
と
を
言
う
よ
う
で
あ
る
。「
絵
巻
」
で

も
、
姫
君
を
い
じ
め
る
継
母
の
性
格
を
示
す
表
現
と
し
て
、「
は
ろ
く
ろ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
の
巻
末
は
、
嫁
入
り
本
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
訓
的
な
文
言
を
語
る
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
読
者

に
対
し
て
、
継
母
の
よ
う
な
「
情
け
な
き
」、「
は
ら
く
ろ
」
な
る
本
性
を
糾
弾
し
、「
慈
悲
」
の
心
を
持
ち
、「
情
け
」
あ
る
精
神
を
も
っ

て
生
き
る
よ
う
に
と
語
る
の
で
あ
る
。『
住
吉
物
語
』に
内
在
す
る
物
語
力
が
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末
表
現
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
か
ら
四
場
面
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
絵
の
構
図
の

特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
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最
初
は
、
住
吉
の
姫
君
が
母
宮
と
死
別
す
る
場
面
で
あ
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
か
く
て
と
し
月
を
ふ
る
ほ
と
に
ひ
め

君
七
さ
い
と
い
ふ
に
は
ゝ
み
や
れ
い
な
ら
て
な
や
み
給
ふ
日
を
へ
て
お
も
く
の
み
み
え
た
ま
ひ
け
れ
は
は
ゝ
み
や
申
さ
れ
け
る
は
わ
れ
な

か
ら
ん
あ
と
ま
て
も
此
お
さ
な
い
も
の
人
な
み
࠭

な
ら
ん
ふ
る
ま
ひ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
そ
こ
と
き
ん
た
ち
に
お
ほ
し
お
と
す
な
と
申
さ
れ

た
れ
は
」
に
相
当
す
る
。
重
い
病
に
な
っ
た
宮
腹
の
母
宮
は
、
死
を
覚
悟
し
て
、
夫
の
中
納
言
に
、
住
吉
の
姫
君
を
「
他
の
女
君
と
同
じ

よ
う
な
扱
い
は
す
る
な
、大
臣
家
の
男
君
を
婿
と
し
て
迎
え
る
よ
う
に
」
と
遺
言
を
残
す
。「
三
冊
本
」、「
絵
巻
」
に
は
、当
該
構
図
は
な
い
。

「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
は
、
画
面
中
央
で
、
母
宮
の
枕
元
の
そ
ば
で
泣
い
て
い
る
住
吉
の
姫
君
を
描
い
て
い
る
。
母
宮
の
遺
言
と
、
一

人
、
こ
の
世
に
取
り
残
さ
れ
る
姫
君
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
住
吉
物
語
』
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
遺
言

の
物
語
と
し
て
も
始
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。『
源
氏
物
語
』
に
も
、
朱
雀
帝
に
光
源
氏
の
こ
と
を
依
頼
す
る
桐
壺
院
の
遺
言
、
光
源
氏 

に
対
し
て
絶
対
に
娘
（
秋
好
中
宮
）
に
は
男
女
関
係
で
の
苦
悩
を
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
厳
し
く
訴
え
る
六
条
御
息
所
の
遺
言
、
大
君
、

中
君
の
結
婚
に
関
わ
る
宇
治
八
の
宮
の
遺
言
な
ど
が
あ
る
。
遺
言
は
、
死
に
行
く
者
が
生
き
て
い
る
者
に
対
し
て
呪
縛
を
す
る
言
葉
で
あ

り
、
物
語
の
遺
言
は
、
残
さ
れ
た
者
の
生
き
方
の
運
命
を
予
言
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
遺
言
が
物
語
の
冒
頭
に
据
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
住
吉
の
姫
君
の
「
宿
世
」
が
前
も
っ
て
指
示
さ
れ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
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住
吉
の
姫
君
が
、
住
吉
で
乳
母
と
と
も
に
念
仏
三
昧
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
す
み

よ
し
に
ゆ
き
た
れ
は
す
み
の
え
と
て
と
こ
ろ
に
す
み
あ
ら
し
た
る
に
う
み
さ
し
入
た
る
に
つ
く
り
か
け
た
れ
は
す
の
こ
の
し
た
に
う
を
な

と
の
あ
そ
ふ
も
み
え
て
（
略
）
松
の
木
の
ま
よ
り
ほ
か
け
た
る
ふ
ね
と
も
あ
は
ち
し
ま
を
ゆ
き
か
ふ
さ
ま
な
み
に
た
ゝ
よ
ふ
あ
ま
を
ふ
ね

は
か
な
く
み
え
わ
た
り
て
（
略
）
ち
ふ
つ
た
う
ち
い
さ
や
か
に
つ
く
り
て
あ
み
た
の
三
そ
ん
う
つ
し
な
ら
へ
て
月
日
の
い
つ
る
は
か
り
は

あ
ま
君
に
し
に
む
か
ひ
て
な
む
さ
い
は
う
こ
く
ら
く
け
う
し
ゆ
あ
み
た
に
よ
ら
い
こ
し
や
う
た
す
た
す
け
た
ま
へ
と
申
」
に
相
当
す
る
。

「
一
冊
本
」
の
絵
は
見
開
き
一
丁
分
の
長
大
図
で
、
構
図
は
、
左
画
面
に
淡
路
島
、
右
画
面
に
は
、
浜
辺
に
松
、
右
端
に
尼
と
な
っ
た
乳

母
と
姫
君
と
侍
女
が
仏
画
を
拝
ん
で
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
二
冊
本
」
の
絵
も
見
開
き
一
丁
分
の
長
大
図
で
、
左
画
面
に
阿
弥
陀

三
尊
を
拝
ん
で
い
る
姫
君
、
尼
君
、
侍
女
ら
の
様
が
、
右
画
面
に
は
住
之
江
に
二
艘
の
舟
、
浜
辺
に
松
が
描
か
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」

も
見
開
き
の
長
大
図
で
、
櫓
の
上
で
、
尼
、
姫
君
、
侍
女
た
ち
が
遠
く
淡
路
島
を
眺
め
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
絵
巻
」
で
は
、
右
の

上
の
方
に
山
、
そ
の
山
の
間
に
住
吉
大
社
が
、
住
吉
信
仰
の
賜
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
左
に
、
姫
君
、
侍
女
、
尼
、
床
の
間
に
仏
画
、

仏
具
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
住
吉
物
語
』「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」、「
三
冊
本
」、「
絵
巻
」
の
構
図
を
比
較
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
絵
師
の
意
図
に
よ
り
構
図
が
違
う

よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、
住
吉
大
社
を
構
図
に
配
し
た
「
絵
巻
」
は
住
吉
信
仰
を
非
常
に
意
識
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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次
は
、
長
谷
寺
で
参
籠
し
て
い
る
男
君
が
、
夢
に
住
吉
の
姫
君
と
出
会
う
場
面
で
あ
る
。
す
で
に
男
君
は
継
母
の
子
と
騙
さ
れ
て
結
婚

を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
継
母
の
策
略
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
都
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い
た
姫
君
を
探
す
た
め
に
、
男
君
は
長
谷
寺
に
参
籠

を
す
る
。
参
籠
し
て
七
日
目
の
朝
、
男
君
の
夢
に
姫
君
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。「
一
冊
本
」
で
は
、
画
面
左
に
顕
現
し
た
姫
君
が
立
ち
、
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そ
の
前
に
眠
っ
て
い
る
男
君
、
左
手
前
に
眠
っ
て
い
る
二
人
の
従
者
た
ち
、
画
面
右
手
前
に
は
、
長
谷
寺
を
象
徴
す
る
鐘
楼
が
描
か
れ
て

い
る
。「
二
冊
本
」
は
、
画
面
左
に
顕
現
し
た
姫
君
、
画
面
中
央
に
眠
る
男
君
、
画
面
右
に
居
眠
り
す
る
一
人
の
従
者
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
の
夢
の
中
の
対
話
を
、「
二
冊
本
」
の
原
文
で
確
認
す
る
。
姫
君
が
、「
か
く
ま
て
と
は
お
も
は
さ
り
し
を
い
と
あ
は
れ
に
そ
と

い
ひ
て
い
ま
は
か
へ
り
な
む
」（
こ
ん
な
に
も
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
な
ん
て
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
、
で
も
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）
と
言
っ
て
お
立
ち
に
な
る
。
そ
こ
で
、
男
君
が
、「
袖
を
ひ
か
へ
て
」（
女

君
の
袖
を
と
ら
え
て
、
是
非
と
も
あ
な
た
様
が
今
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
を
お
教
え
く
だ
さ
い
。）
と
お
願
い
し
た
。
女
君
は
、「
わ
た
つ

み
の
そ
こ
と
も
し
ら
す
わ
ひ
ぬ
れ
は
す
み
よ
し
と
こ
そ
あ
ま
は
い
ひ
け
れ
」（
私
は
今
住
吉
と
海
人
が
言
っ
て
い
る
場
所
に
い
ま
す
よ
）

と
和
歌
で
答
え
て
か
き
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
霊
夢
に
よ
り
、
男
君
は
、
姫
君
が
住
吉
に
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
長
谷

寺
の
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
二
人
の
再
会
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
こ
の
挿
絵
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
三
冊
本
」
に
は
、
当
該
の
図
は

剥
ぎ
取
ら
れ
た
の
か
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。「
絵
巻
」
で
は
、
回
廊
で
馬
に
乗
っ
た
誰
か
が
い
る
も
の
の
、
誰
一
人
と
し
て
寝
て
い

る
人
は
い
な
い
な
ど
、
不
思
議
な
画
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
。『
住
吉
物
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
絵
本
、
絵
巻
が
夢
の
場
面
を
ど
の

よ
う
に
絵
画
化
し
て
い
る
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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最
後
の
場
面
と
な
る
。「
一
冊
本
」、「
二
冊
本
」
の
本
文
、「
と
し
月
ゆ
く
ほ
と
に
大
し
ゃ
う
殿
に
は
く
は
ん
は
く
ゆ
つ
り
給
ひ
め
い
よ

࠭

す
ゑ
の
世
た
の
も
し
く
そ
は
ん
へ
り
け
る
わ
か
君
は
け
ん
ふ
く
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
三
み
の
ち
う
し
や
う
に
と
そ
申
け
る
ひ
め
君
は

十
八
に
て
女
御
に
ま
い
り
給
ひ
け
る
し
ゝ
う
は
お
と
な
女
に
て
よ
ろ
つ
に
大
事
の
ひ
と
に
そ
お
も
は
れ
て
な
い
し
に
な
り
ぬ
み
き
く
人
う

ら
や
み
あ
へ
り
大
し
や
う
ひ
め
君
す
ゑ
ま
て
は
ん
し
や
う
め
て
た
く
そ
お
は
し
け
る
」
に
相
当
す
る
。
大
将
（
男
主
人
公
の
中
将
の
君
）
は

父
君
の
後
を
継
い
で
関
白
と
な
り
、
住
吉
の
姫
君
と
の
間
に
は
若
君
と
女
子
が
生
ま
れ
て
、
女
子
は
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
若
君
は
元
服
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し
て
三
位
の
中
将
に
就
く
と
い
う
大
団
円
で
終
わ
っ
て
い
る
。「
一
冊
本
」
で
は
、
主
人
公
の
住
吉
の
姫
君
と
大
将
は
画
面
上
部
に
、
画
面

右
上
に
は
小
さ
く
描
か
れ
た
若
君
、
画
面
左
に
も
女
君
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。
若
君
の
元
服
の
儀
の
図
だ
ろ
う
か
。「
二
冊
本
」
は
、

大
将
が
画
面
中
央
に
、住
吉
の
姫
君
が
画
面
右
に
、そ
の
両
隣
に
若
君
と
女
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
三
冊
本
」
で
は
、画
面
中
央
に
大
将
、

そ
の
右
に
住
吉
の
姫
君
、
男
子
と
女
子
は
、
す
こ
し
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
左
手
前
の
小
さ
な
若
君
、
右
手
前
の
小
さ
な
女
子
と
推
測

さ
れ
る
。「
絵
巻
」に
お
い
て
も
、中
央
画
面
右
上
に
大
将
、そ
の
左
に
住
吉
の
姫
君
、手
前
上
に
若
君
と
女
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

女
御
と
し
て
入
内
し
て
い
る
女
子
、
三
位
の
中
将
に
就
い
て
い
る
若
君
が
、
極
端
に
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
、

物
語
の
展
開
上
は
関
係
の
な
い
松
の
木
が
画
面
左
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
嫁
入
り
本
の
伝
統
と
し
て
、
松
は
永
遠
な
る
祝

儀
性
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

な
お
、
祝
儀
牲
に
は
相
応
し
く
な
い
、
物
語
末
尾
の
「
さ
て
継
母
見
と
聞
く
人
々
心
あ
る
も
な
き
も
疎
み
は
て
け
れ
は
あ
は
れ
に
破
れ

た
る
い
ゑ
に
明
か
し
暮
ら
し
て
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
し
年
月
ふ
る
ま
ゝ
に
衰
へ
て
つ
ゐ
に
は
は
か
な
く
な
り
に
け
り
」（「
一
冊

本
」・「
二
冊
本
」）
の
内
容
は
絵
画
化
さ
れ
て
い
な
い
。
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國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
上
冊
・
中
冊
・
下
冊
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
印
記
を
持
つ
奈
良
絵
本
は
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
『
天
狗
の
内
裏
』
二
軸
、
フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
『
玉
藻
の
草
紙
』
二

軸
、
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
『
友
長
』
二
軸
、
富
美
文
庫
所
蔵
『
大
職
冠
絵
巻
』
な
ど
、
全
世
界
で
十
点
余
り
が
確
認
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
図
書
館
に
は
、『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
以
外
に
、
印
記
を
持
つ
古
典
籍
と
し
て
、『
か
く
れ
里
』
二
軸
、『
判
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官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
が
あ
る
。

　

で
は
、「
三
冊
本
」
の
『
住
吉
物
語
』
の
上
、
中
、
下
の
最
末
尾
に
あ
る
印
記
か
ら
確
認
す
る
（
論
文
末
の
図
を
参
照
）。

　

上
下
に
印
が
捺
し
て
あ
り
、
上
部
に
、
陰
刻
二
行
「
源
小
泉　

大
和
大
極
」、
下
部
に
陽
刻
三
行
「
烏
丸
通
櫻
馬
場
町　

御
繪
雙
紙
屋 

大
和
大
極
」
と
あ
る
。
こ
の
印
記
は
、
京
都
の
烏
丸
通
に
構
え
て
い
た
絵
草
紙
屋
、
屋
号
は
「
大
和
大
極
」
で
あ
り
、「
大
和
」
は
、
も
と 

も
と
奈
良
の
大
和
国
出
身
で
京
都
に
出
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
か
く
れ
里
』
に
は
、
各
巻
末
左
下
隅
に
、
陰
刻
「
源
小
泉
／
大
和
大
極
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」

の
印
記
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
に
は
、
巻
末
に
、
上
下
に
印
が
捺
し
て
あ
り
、
上
部
に
朱
円
印
で
「
小
泉
」、
下
部
に
朱
方
印
で
「
蔵
寶
蔵　

七
左
衛
門
尉　

安
信
」
と
あ
る
。
こ
れ
と
同
一
の
も
の
が
『
古
畫
備
考
』（
江
戸
時
代
末
期
に
刊
行
さ
れ
た
画
人
伝
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
安
信
」
は
狩
野
安
信
と
い
う
狩
野
派
の
絵
師
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
狩
野
安
信
は
一
六
一
四
年
か
ら
一
六
八
五
年
に
活
躍
し
た
絵
師
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
「
安
信
」
が
あ
り
、
上
部
に
方
印
で
「
小
泉
」
と
あ
り
、
下
部
に
壺
型
印
が
あ
り
、
そ
の
左
隣
に
、「
七
左
衛
門
尉　

安
信
」

と
な
っ
て
い
て
、
上
部
の
中
央
は
「
寶
」、
右
側
は
蔵
書
印
を
示
す
「
蔵
」、
左
側
も
「
蔵
」
で
、「
蔵
寶
蔵
」
と
捺
し
て
い
る
。
今
日
は 

『
か
く
れ
里
』
と
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
は
展
示
し
て
い
な
い
が
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
か
く
れ
里
』
二
軸
と
國
學
院
大
學

図
書
館
所
蔵
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
は
、
料
紙
が
金
泥
草
花
紋
様
下
絵
入
斐
紙
、
上
下
に
金
箔
砂
子
、
一
紙
の
寸
法
が
縦
凡
そ

三
十
二
糎
、
横
凡
そ
四
十
八
糎
、
一
行
の
字
数
は
十
二
字
前
後
と
、
江
戸
時
代
前
期
（
寛
文
・
延
宝
期
頃
）
の
大
型
物
語
絵
巻
の
体
裁
を

有
し
て
い
る
。
同
一
の
印
記
、
同
一
の
体
裁
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
は
、
國
學
院
大

學
図
書
館
所
蔵
『
か
く
れ
里
』
二
軸
・
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
判
官
都
ば
な
し
絵
巻
』
一
軸
と
は
、
同
じ
繪
雙
紙
屋
で
制
作
さ
れ
た

も
の
と
思
量
さ
れ
る
。
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國
學
院
大
學
の
『
住
吉
物
語
』「
三
冊
本
」
の
各
冊
末
尾
の
印
記
は
、
当
該
古
典
の
制
作
集
団
、
制
作
時
期
、
挿
絵
の
絵
師
を
解
き
明

か
す
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
と
い
え
る
。
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本
日
は
、「
古
典
か
ら
み
る
日
本
文
化
」
と
の
課
題
の
も
と
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
四
種
類
の
『
住
吉
物
語
』
を

対
象
と
し
て
、
江
戸
時
代
前
期
頃
に
、
日
本
文
化
の
所
産
と
し
て
古
代
の
物
語
で
あ
る
『
住
吉
物
語
』
が
、
ど
の
よ
う
な
本
文
を
展
開
し
、

ど
の
よ
う
に
絵
画
化
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
繪
雙
紙
屋
で
制
作
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
た
。
古
典
籍
、
日
本
文
化
に
対
峙
し
た
と
き
、
皆
さ
ん
、
お
一
人
お
一
人
の
思
考
、
読
み
取
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
、
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
古
典
籍
を
実
見
し
、
実
感
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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