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語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

兼
家
の
歌
に
自
ら
返
歌
す
る
前
の
道
綱
母

―
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
「
し
れ
た
る
や
う
な
り
や
」
の
検
討
を
通
し
て

―
堤　
　
　
　
　

和　
　

博

は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
冒
頭
部
の
兼
家
か
ら
の
求

婚
場
面
に
続
く
次
の
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
（
兼
家
か
ら
の
最
初
の
求
婚
歌
（
1
番
歌
）
を
指
す
）
を
初
め
に

て
、
ま
た
〳
〵
も
お
こ
す
れ
ど
、
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
又
、

お
ぼ
つ
か
な
音
無
き
滝
の
水
な
れ
や
行
く
へ
も
知
ら
ぬ
瀬
を
ぞ
た

づ
ぬ
る
（
3
・
兼
家
）

こ
れ
を
、「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
ひ
た
れ
ば
、
し
れ
た
る
や
う
な
り
や
、

か
く
ぞ
あ
る
。

人
知
れ
ず
今
や
〳
〵
と
待
つ
ほ
ど
に
か
へ
り
来
ぬ
こ
そ
わ
び
し
か

り
け
れ
（
4
・
兼
家
）

と
あ
り
け
れ
ば
、
例
の
人
、「
か
し
こ
し
。
を
さ
〳
〵
し
き
や
う
に
も
聞

え
む
こ
そ
よ
か
ら
め
」
と
て
、
さ
る
べ
き
人
し
て
、
あ
る
べ
き
に
書
か

せ
て
や
り
つ
。
そ
れ
を
し
も
、
ま
め
や
か
に
う
ち
喜
び
て
、
し
げ
う
か

よ
は
す）

1
（

。（
波
線
は
引
用
者
）

問
題
の
中
核
は
太
字
部
分
の
一
文
で
、
特
に
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
波
線
部

の
検
討
が
重
要
と
な
る
。
波
線
部
に
つ
い
て
斬
新
な
解
を
示
し
た
今
西
祐
一

郎
）
2
（

の
言
葉
を
借
り
て
波
線
部
を
除
い
た
太
字
部
分
の
大
筋
を
ま
ず
押
さ
え
て

お
く
。道

綱
母
は
た
だ
ち
に
返
歌
を
し
た
た
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
兼
家
の
使
者

に
「
す
ぐ
あ
と
で
、
こ
ち
ら
か
ら
使
者
を
差
し
上
げ
ま
す
（「
い
ま
、
こ

れ
よ
り
」）」
と
口
上
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
兼
家
か
ら
は
ま
た
歌
が
と
ど

け
ら
れ
た

さ
て
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
道
綱
母
の
内
面
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
大
筋

か
ら
は
除
か
れ
て
い
る
波
線
部
の
正
確
な
把
握
が
欠
か
せ
ず
、
古
来
幾
つ
も

の
解
釈
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
今
西
の
斬
新
な
説
が
出
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
西
の
大
筋
で
は
「
使
者
に
…
…
と
口
上
を
伝
え
た
」
と
な
っ
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て
い
て
「
使
者
」
に
伝
え
た
だ
け
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、「
い
ひ
た
れ
ば
」
で

も
っ
て
実
質
的
に
は
兼
家
に
言
っ
た
、
つ
ま
り
「
今
こ
れ
よ
り
」
は
兼
家
に

伝
わ
っ
て
4
番
歌
が
あ
っ
た
と
み
る）

3
（

の
が
、
今
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
今

西
論
文
で
も
同
様
の
よ
う
だ
。
し
か
し
近
時
髙
野
浩）

4
（

が
、
こ
の
通
説
に
異
を

唱
え
な
が
ら
波
線
部
と
4
番
歌
に
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
私
自
身
は
、
3
番

歌
以
降
の
歌
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
が）

（
（

、
散
文
部
分
に
踏

み
込
ん
で
当
該
場
面
全
体
を
検
討
す
る
こ
と
は
な
し
て
い
な
い
。
こ
の
度
は

髙
野
論
文
か
ら
刺
激
を
受
け
、
問
題
の
一
文
の
検
討
を
試
み
る
。
今
西
、
髙

野
の
説
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
旧
説
の
中
か
ら
最
も
妥
当
な
見
解
を
取
り

出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
当
該
場
面
の
描
く
様
相
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
前
稿
で
述
べ
た
内
容
の
補
強
を
し
た
い
と
思
う
。

一
　「
今
こ
れ
よ
り
」

説
の
分
か
れ
る
波
線
部
の
解
釈
を
考
え
る
た
め
に
も
「
今
こ
れ
よ
り
」
か

ら
先
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
先
の
今
西
の
大
筋
で
は
こ
の
言
い
回
し
で

「
使
者
を
差
し
上
げ
」
る
こ
と
も
含
意
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
使
者
」

に
は
返
歌
を
託
す
こ
と
も
当
然
含
意
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
よ
り
重
要
な

の
は
こ
ち
ら
の
方
で
あ
る
。
一
方
道
綱
母
の
内
心
に
踏
み
込
め
ば
、
後
で
実

際
に
返
歌
す
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
注
釈
書
を
見
渡
す
と
、
例
え
ば『
大
系）

6
（

』は「
口

実
だ
け
で
、
返
事

）
（
（

を
し
な
い
気
で
い
た
の
に
」
と
し
、『
全
注
釈
』
は
「
作
者

は
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
っ
て
お
い
て
、
返
事
を
し
な
い
気
で
い
た
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
を
今
西
も
髙
野
も
古
く
は
『
注
解
』
な
ど
も
批
判
す
る
。
こ

の
よ
う
な
道
綱
母
の
内
心
は
書
か
れ
て
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
か
ら
道
綱
母
が
返
歌
し
な
い
気
で
い
た
こ
と
を
読
み
取
っ
て

よ
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
今
こ
れ
よ
り
」
は
、『
大
系
』
の
言
葉
で
言
え

ば
、
返
歌
し
な
い
「
口
実
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
あ
る
い
は
、『
集
成
』
が
「
今

こ
れ
よ
り
」の
部
分
に「
の
ち
ほ
ど
こ
ち
ら
か
ら
」と
い
う
訳
を
あ
た
え
、
頭

注
で
「
態て

い
の
よ
い
こ
と
わ
り
の
言
葉
。」
と
注
す
る
の
が
よ
り
正
鵠
を
射
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

道
綱
母
に
返
歌
す
る
意
思
が
な
か
っ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
4
番
歌
の
後
の

描
写
に
も
よ
る
。
道
綱
母
で
は
な
く
て
母
親）

（
（

の
指
示
に
よ
っ
て
代
作
の
返
歌

を
贈
っ
た
と
い
う
。
4
番
歌
を
受
け
取
っ
て
も
な
お
道
綱
母
は
返
歌
す
る
意

思
を
頑
な
に
見
せ
な
い
の
だ
か
ら
、
3
番
歌
を
受
け
取
っ
た
時
点
で
も
当
然

そ
う
で
あ
ろ
う
。「
今
こ
れ
よ
り
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
こ
こ
で
は
返
歌
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
か
あ
る
い
は
迷
っ
て
い
た
と
言
う
の
な
ら
、
返
歌
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
道
綱
母
の
心
境
が
短
期
間
で
頑
な
な
方
へ
逆
流
し
て
い
っ
た
こ

と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
感
は
な
い
。
道
綱
母
が
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
言
う
の

は
、
返
歌
し
な
い
口
実
だ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
口
実
を
も
う
け
な
が
ら
返
歌
し
な
い
類
似
例
を
挙

げ
て
検
討
し
た
い
の
だ
が
、
な
か
な
か
ぴ
っ
た
り
の
例
は
見
つ
か
ら
な
い
。

『
蜻
蛉
日
記
』の
中
で
は
、
下
巻
天
禄
三
年
八
月
、
道
綱
が
大
和
だ
つ
女
に
立

て
続
け
に
六
首
の
歌
を
贈
る
け
れ
ど
も
一
首
し
か
返
歌
を
得
ら
れ
な
い
場
面

で
の
大
和
だ
つ
女
の
言
動
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
道
綱
が
201
番
歌
を

贈
っ
た
と
こ
ろ
、
な
ぜ
か
角
筆
で
202
番
歌
を
返
し
、「
た
ち
か
へ
り
」
道
綱
は

203
番
歌
を
贈
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「「
暗
し
」
と
て
、
返
り
ご
と
な
し
」
で
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あ
っ
た
。
翌
日
道
綱
が
204
番
歌
を
贈
る
と
、
今
度
は
「「
物
へ
な
む
」
と
て
、

返
り
ご
と
な
し
」
で
あ
る
。
そ
の
翌
日
帰
宅
し
た
こ
と
を
見
込
ん
で
道
綱
が

204
番
歌
の
返
歌
を
乞
う
と
、「
昨
日
の
は
、
い
と
古
め
か
し
き
心
ち
す
れ
ば
、

聞
え
ず
」
と
言
う
。
道
綱
は
続
け
て
翌
日
に
「
一ひ

と
日ひ

は
古
め
か
し
と
か
。
い

と
こ
と
わ
り
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
205
番
歌
を
贈
る
が
、「「
け
ふ
あ
す

は
物
忌
」
と
、
返
り
ご
と
な
し
」
で
あ
っ
た
。
忌
み
明
け
の
頃
に
206
番
歌
を

贈
る
と
、「
こ
の
た
び
も
、
と
か
う
い
ひ
紛
ら
は
」
す
だ
け
で
、
返
歌
は
し
な

か
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
道
綱
が
207
番
歌
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
で
話
題
が
変

わ
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
は
大
和
だ
つ
女
の
返
歌
を
し
な
い
口
実
が
見
ら
れ
る
。
特
に
外
出

と
か
物
忌
と
か
は
、
本
当
か
も
し
れ
な
い
が
、「
と
か
う
い
ひ
紛
ら
は
」
す
と

言
っ
て
道
綱
母
が
あ
ま
り
信
じ
て
い
な
い
よ
う
に
、
嘘
臭
く
も
あ
る
。
大
和

だ
つ
女
は
明
ら
か
に
返
歌
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
3
番
歌
を
受

け
取
っ
た
道
綱
母
も
、
返
歌
す
る
こ
と
に
少
な
く
と
も
気
乗
り
し
な
い
の
で

あ
り
、「
今
こ
れ
よ
り
」
も
大
和
だ
つ
女
の
口
実
と
同
様
、
遠
回
し
な
拒
絶
と

み
て
よ
い
と
考
え
る
。

二
　「
し
れ
た
る
や
う
な
り
や
」（
波
線
部
）

以
上
を
踏
ま
え
て
波
線
部
の
解
釈
に
移
る
。
今
西
並
び
に
髙
野
の
整
理
を

も
と
に
従
来
の
解
釈
案
を
整
理
す
る
と
（
Ｃ
と
Ｄ
は
本
文
改
訂
も
な
さ
れ
て

い
る）

（
（

）、
次
の
よ
う
に
な
る
（
括
弧
内
は
主
な
注
釈
書
等
）。

Ａ　

痴
れ
た
る
や
う
な
り
や

①　

連
続
し
て
歌
を
寄
越
す
兼
家
の
態
度
を
批
判
（『
注
解
』）

②　

す
ぐ
に
返
歌
を
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
自
嘲
（『
新
釈
』）

Ｂ　

知
れ
た
る
や
う
な
り
や　

�

返
歌
し
な
い
こ
ち
ら
の
内
心
を
分
か
っ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
よ
う
に
（『
解
釈
大
成
』）

Ｃ　

知
り
た
る
や
う
な
り
や　

Ｂ
に
同
じ
（『
全
注
釈
』）

Ｄ　

強
ひ
た
る
や
う
な
り
や　

兼
家
が
返
歌
を
強
要
し
て
き
た（
今
西
）

Ａ
に
つ
い
て
は
今
西
も
髙
野
も
否
定
的
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
に

従
っ
て
よ
い
と
考
え
る
の
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
Ａ
①
は
当
時
の
求
婚
時

の
風
習
か
ら
し
て
こ
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
Ａ
②

に
つ
い
て
は
、
前
後
の
道
綱
母
の
態
度
か
ら
し
て
こ
こ
で
だ
け
こ
ん
な
自
嘲

を
す
る
と
は
解
し
が
た
い
。
Ｂ
と
Ｃ
を
後
回
し
に
し
て
Ｄ
に
つ
い
て
考
え
る
。

こ
れ
が
今
西
の
斬
新
な
解
で
、
道
綱
母
が
4
番
歌
を
「
強
引
に
返
歌
を
強
い

る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
」
の
歌
だ
と
受
け
取
っ
た
こ
と
を
示
す
と
の
見
解
で
あ

る
。
し
か
し
4
番
歌
は
、
後
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
返
歌
が
な
い
の
が
辛
い

と
い
う
訴
え
に
収
斂
し
て
い
く
形
の
、
返
歌
を
も
ら
え
な
い
男
な
ら
普
通
に

詠
む
よ
う
な
内
容
の
歌
で
、
こ
れ
で
も
っ
て
「
強
引
に
返
歌
を
強
い
」
て
い

る
と
は
受
け
取
ら
な
い
と
思
う
。
同
様
の
批
判
は
既
に
髙
野
か
ら
も
出
さ
れ

て
い
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
Ｂ
か
Ｃ
か
、『
全
注
釈
』
の
検
討
に
よ
れ
ば
本
文
改
訂
が

加
わ
っ
て
い
る
も
の
の
Ｃ
の
方
が
浮
か
び
上
が
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
「
今
こ
れ
よ
り
」
に
は
表
面
上
表
れ
な
い
道
綱
母
の
内
心
を
想
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
今
西
や
髙
野
等
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既

に
述
べ
た
。
が
、
前
節
で
の
検
討
に
よ
っ
て
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
考

え
る
。
そ
こ
で
3
番
歌
の
直
後
の
懸
案
の
太
字
部
分
を
説
明
的
に
意
訳
す
れ

3



ば
、〈
後
ほ
ど
返
歌
は
こ
ち
ら
か
ら
届
け
さ
せ
ま
す
と
（
断
り
を
そ
れ
と
な

く
）
言
っ
て
や
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
の
内
心
を
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る
よ
う

な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
届
い
た
〉
と
な
る
。「
今
こ
れ
よ
り
」
を
「
こ
と

わ
り
の
言
葉
」
の
つ
も
り
で
言
っ
た
道
綱
母
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
直
截
的

な
も
の
で
は
な
く
「
態て

い
の
よ
い
」
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、（
右
の
訳
の
括
弧
内

が
）
兼
家
に
通
じ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
通

じ
た
こ
と
を
感
想
的
に
示
す
の
が
波
線
部
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る）

（1
（

。

で
は
、
こ
の
解
は
次
の
兼
家
の
4
番
歌
の
内
容
と
整
合
性
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
例
え
ば
『
解
釈
大
成
』
が
「
内な

い
心
、
あ
な
た

か
ら
の
お
返
事
を
も
う
届
く
か
も
う
届
く
か
と
待
っ
て
お
り
ま
す
の
に
、
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
い
た
だ
け
な
い
の
は
ま
こ
と
に
つ
ら
い
こ
と
で
す
。」
と

訳
し
て
い
る
の
に
従
え
ば
よ
い
。「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
返
歌
を

寄
越
さ
な
い
で
済
ま
そ
う
と
す
る
道
綱
母
の
真
意
を
感
じ
取
っ
た
兼
家
が
、

そ
の
辛
さ
を
訴
え
て
い
る
歌
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

ま
た
、
こ
の
歌
の
「
か
へ
り
来
ぬ
」
の
と
こ
ろ
に
〈
使
者
が
帰
っ
て
来
な

い
〉
の
意
も
掛
か
っ
て
い
る
と
み
る
む
き
も
あ
る
が
、『
解
釈
大
成
』
の
よ
う

に
そ
れ
は
認
め
な
く
て
よ
か
ろ
う）

（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
4
番
歌
の
内
容
か
ら

し
て
も
、「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
う
「
態て

い
の
よ
い
こ
と
わ
り
の
言
葉
」
で
自
分

の
真
意
が
ち
ゃ
ん
と
伝
わ
っ
た
と
道
綱
母
が
思
い
、「
知
れ
（
り
）
た
る
よ
う

な
り
や
」
と
感
想
を
挟
み
込
ん
だ
と
解
か
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
注

10
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、〈
私
の
言
葉
を
真
に
受
け
る
の
で
は
な
く

真
意
を
ち
ゃ
ん
と
掴
ん
で
い
る
よ
う
だ
〉
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
感
じ
取
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

三
　「
今
こ
れ
よ
り
」
は
兼
家
に
伝
わ
っ
た
か

さ
て
、
本
稿
冒
頭
で
確
認
し
た
状
況
把
握
に
異
を
唱
え
る
髙
野
説
は
検
討

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
髙
野
は
、「「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
ひ
た
れ

ば
」
と
い
う
記
述
か
ら
明
確
に
分
か
る
の
は
、
兼
家
か
ら
の
使
者
に
は
道
綱

母
か
ら
の
返
事
が
託
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
越
し
て

い
た
兼
家
が
使
者
の
帰
り
を
待
た
ず
に
別
の
使
者
を
派
遣
し
て
4
番
歌
を
も

た
ら
し
た
経
緯
が
こ
の
あ
た
り
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
が
、
端
的

に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
行
文
で
そ
れ
ほ
ど
の
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る

の
か
大
い
に
疑
問
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
当
該
場
面
の
よ
う
に
、
道
綱
母
と
兼
家
が
別
地
点
に
い
る
時
に

二
人
の
意
思
疎
通
が
な
さ
れ
る
場
合
の
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
表
現
を
考

え
よ
う
。
当
然
二
人
の
間
に
は
使
者
が
介
在
す
る
。
そ
の
際
、
使
者
の
存
在

に
言
及
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
及
す
る
何
ら
か
の
必
要
性
が
あ
る

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
。
普
通
は
使
者
の
存
在
は
自
明
の
こ
と
と
し

て
言
及
さ
れ
な
い
ま
ま
二
人
の
遣
り
取
り
が
描
写
さ
れ
る
。
当
該
場
面
で
は

「
今
こ
れ
よ
り
」
の
一
言
は
実
質
的
に
は
兼
家
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
、
兼
家
に
伝
わ
る
の
が
普
通
で
あ
る）

（1
（

。
そ
れ
が
、「
使
ひ
」
と
い
う
言
葉
も

出
さ
ず
に
、〈
言
葉
が
使
者
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
兼
家
に
伝
わ
る
前
に

…
…
〉
と
い
う
普
通
で
な
い
状
況
が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
み
る
に
は
無
理
を

感
じ
る
。
当
該
場
面
の
書
き
方
は
兼
家
に
伝
わ
っ
た
普
通
の
状
況
の
書
き
方

だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
い
ひ
た
れ
ば
」
と
は
、
実
際
に
は
使
者

に
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
道
綱
母
が
兼
家
に
言
っ
た
、
兼
家
に
伝

4



わ
っ
た
（
と
少
な
く
と
も
道
綱
母
側
で
は
見
な
し
て
い
る
）
と
い
う
意
味
だ

（
注
3
の
『
解
釈
大
成
』
の
訳
参
照
）
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
（1
（

。
ち
な
み

に
、「
今
こ
れ
よ
り
」
と
兼
家
の
使
者
に
言
っ
た
の
は
実
際
に
は
道
綱
母
の
侍

女
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
侍
女
の
こ
と
に
も
言
及
し
な
い
。
道
綱
母
→
（
侍
女

→
使
者
→
）
兼
家
の
う
ち
、
括
弧
内
は
表
現
の
外
に
あ
っ
て
、「
い
ふ
」
だ
け

で
道
綱
母
が
兼
家
に
言
っ
た
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。

自
説
を
補
強
す
る
の
に
髙
野
は
、「
い
ひ
た
れ
ば
」
の
「
ば
」
が
順
接
の
確

定
条
件
を
表
す
接
続
助
詞
で
、「
単
純
接
続
を
表
す
」
も
の
で
あ
る
点
に
も
注

意
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
う
言
葉
と
4
番
歌
と
に
は

「
前
後
の
関
係
は
あ
れ
ど
も
因
果
関
係
は
な
く
、
口
上
を
聞
き
知
っ
て
は
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い
0

0

兼
家
が
「
人
知
れ
ず
」
歌
を
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
」

（
傍
点
は
引
用
者
）と
説
明
す
る
。
確
か
に
矛
盾
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
口
上

を
聞
き
知
っ
た
兼
家
が
歌
を
詠
ん
で
も
矛
盾
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
す
る
と

や
は
り
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
傍
点
部
分
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か

疑
問
で
あ
る
。
波
線
部
を
挿
入
句
と
み
た
ら
「「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
ひ
た
れ

ば
、
か
く
ぞ
あ
る
」
と
い
う
構
造
で
あ
る
と
見
な
せ
る
こ
の
部
分
は
、〈「
今

こ
れ
よ
り
」
と
兼
家
に
言
っ
た
ら
、
兼
家
か
ら
こ
の
よ
う
な
歌
が
き
た
〉
と

読
み
取
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

ま
た
、
実
際
問
題
と
し
て
も
ど
う
で
あ
ろ
う
。
兼
家
か
ら
の
使
者
が
3
番

歌
を
持
っ
て
き
て
帰
っ
て
行
く
ま
で
、
道
綱
母
の
返
歌
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

通
常
以
上
に
時
間
を
費
や
し
た
様
子
は
本
文
か
ら
は
全
く
う
か
が
え
な
い
。

使
者
は
ほ
ぼ
予
想
さ
れ
た
時
間
で
兼
家
邸
に
戻
っ
た
は
ず
だ
。
髙
野
は
そ
れ

よ
り
も
前
に
兼
家
は
別
の
使
者
を
仕
立
て
て
4
番
歌
を
届
け
て
き
た
と
み
る
。

兼
家
な
ら
や
り
そ
う
な
気
も
し
な
い
で
も
な
い
が
、
か
な
り
特
異
で
は
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
髙
野
は
兼
家
の
強
引
さ
を
み
、
か
つ
、
4
番
歌
の
「
か
へ
り
こ

ぬ
」
に
は
〈
返
歌
が
か
え
っ
て
こ
な
い
〉
と
〈
使
者
が
帰
っ
て
こ
な
い
〉
の

二
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
し
、「
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
隠
し
も
せ
ず
訴
え
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
使
者
が
帰
っ
て
く
る
は
ず
の
な
い
時
点
で
早

く
も
「
か
へ
り
こ
ぬ
こ
そ
わ
び
し
か
り
け
れ
」
と
言
う
の
は
「
わ
ざ
と
ら
し

さ
」
と
い
う
以
上
に
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
求
婚
当
初
か
ら
そ
ん
な
こ

と
を
や
っ
て
く
る
の
な
ら
道
綱
母
の
印
象
に
も
強
く
残
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な

ら
ば
、
ま
た
表
現
の
問
題
に
戻
る
が
、「
使
ひ
」
と
い
う
言
葉
も
使
い
な
が
ら

の
も
う
少
し
丁
寧
な
叙
述
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（
注
13
参
照
）。
さ
ら
に

臆
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
当
該
場
面
の
直
前
の
求
婚
場
面
で
は
批
判
的

な
叙
述
を
し
た
道
綱
母
な
の
で
あ
る
か
ら）

（1
（

、
続
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、
や
は
り
も
っ
と
批
判
的
な
態
度
あ
る
い
は
叙
述
に
な
っ
た
と
想
像
す

る
。髙

野
の
波
線
部
の
理
解
も
み
て
お
く
。
髙
野
は
波
線
部
に
つ
い
て
は
、
本

文
は
Ｂ
に
従
っ
て
「
即
座
に
返
歌
を
使
者
に
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
そ
の
事

実
を
、兼
家
が
前
も
っ
て
察
知
し
て
い
た
か
の
よ
う
だ
」と
解
し
て
い
る
。
そ

こ
で
当
該
場
面
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
道
綱
母
が
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い

う
言
葉
を
発
し
た
点
は
従
前
と
異
な
る
が
、
即
座
に
返
歌
し
な
い
点
は
従
前

通
り
で
あ
る
。
す
る
と
、
髙
野
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
従
前
と
違
う
点
で
は
な

く
て
従
前
通
り
の
点
を
捉
え
て
〈
兼
家
は
事
前
に
そ
の
点
を
察
知
し
て
い
た

よ
う
で
〉
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ど
う
も
解
せ
な
い
。
そ
も
そ
も
髙

野
の
言
う
「
そ
の
事
実
」
は
論
理
的
に
は
出
て
く
る
が
、
表
現
さ
れ
て
は
い

（



な
い
。
交
々
勘
案
す
る
と
、〈
今
ま
で
と
違
っ
て
何
ら
か
の
言
葉
だ
け
は
伝
え

る
こ
と
を
前
も
っ
て
察
知
し
て
い
た
よ
う
で
〉
と
い
う
解
な
ら
成
り
立
つ
と

は
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
そ
ん
な
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
察
知
し
た
の
か
と

思
う
し
、
道
綱
母
の
発
言
の
内
容
を
知
ら
な
い
う
ち
か
ら
兼
家
が
4
番
歌
を

返
す
の
は
、
一
層
不
自
然
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
し
て
髙
野
説
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
本
稿
冒
頭
で

引
用
し
た
今
西
の
提
示
し
た
大
筋
通
り
の
状
況
、
要
す
る
に
通
説
通
り
の
状

況
が
や
は
り
想
定
さ
れ
る
。

四
　「
今
こ
れ
よ
り
」
の
発
言
者
に
つ
い
て

さ
て
、
結
局
問
題
の
一
文
で
は
使
者
の
存
在
は
意
識
さ
れ
ず
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
と
み
る
の
だ
が
、
使
者
に
「
今
こ
れ
よ
り
」
の
言
葉
を
伝
え
た
道
綱

母
側
の
事
情
に
関
し
て
は
、『
ほ
る
ぷ
』
に
「
男
か
ら
の
手
紙
に
、
女
は
最
初

か
ら
は
返
事
を
書
か
な
い
。
そ
れ
で
周
り
の
人
が
と
り
な
し
て
い
う
。」と
い

う
解
説
が
あ
る
。
道
綱
母
は
3
番
歌
の
前
の「
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
」

と
同
様
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
て
、「
今
こ
れ
よ
り
」
は
侍
女
の
裁
量
で
兼
家

の
使
者
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
そ
う
す
る
と
波
線
部
は
、〈
本

人
は
無
視
を
き
め
こ
も
う
と
す
る
が
侍
女
が
と
り
な
そ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
事
情
を
察
し
た
よ
う
で
〉
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
と
な
り）

（1
（

、
辛
さ
を
訴
え
る

兼
家
の
4
番
歌
の
内
容
と
も
よ
り
合
致
す
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
や
は
り
、

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
は
侍
女
や
使
者
の
存
在
は
消
さ
れ

て
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

そ
こ
で
反
例
と
し
て
町
の
小
路
の
女
が
出
産
し
た
報
を
兼
家
か
ら
受
け
た

箇
所
を
み
る
。
そ
の
中
に
、「
使
に
人
問
ひ
け
れ
ば
、「
を
と
こ
君
に
な
む
」

と
い
ふ
を
聞
く
に
、
い
と
胸
ふ
た
が
る
。」と
い
う
一
文
が
あ
る
。
生
ま
れ
た

の
が
男
女
い
ず
れ
か
道
綱
母
は
内
心
気
に
な
っ
て
い
た
が
自
ら
は
聞
く
気
が

し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、「
人
」（
侍
女
と
思
わ
れ
る
）
が
兼
家
の
「
使
」

に
聞
い
て
道
綱
母
に
報
告
し
た
と
理
解
で
き
る
。
侍
女
が
自
ら
の
判
断
で
使

者
に
問
う
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
場
合
は
、「
人
」
と
い
う
主
語
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。
道
綱
母
の
指
示
を
受
け
な
い
で
侍
女
が
行
動
を
起
こ
す
異
例
の
場
合

だ
か
ら
そ
れ
が
分
か
る
書
き
方
を
す
る
の
だ
。
一
方
そ
の
情
報
が
道
綱
母
に

伝
わ
る
過
程
で
は
、「
と
い
ふ
を
聞
く
」
と
し
か
な
い
。「
い
ふ
」
の
相
手
は

侍
女
で
、
さ
ら
に
侍
女
が
道
綱
母
に
言
っ
た
の
を
道
綱
母
が
「
聞
く
」
の
だ

が
、
こ
こ
ら
で
は
「
人
」（
侍
女
）
と
い
う
言
葉
は
消
え
る
。
通
例
の
伝
達
過

程
だ
か
ら
一
々
書
く
必
要
が
な
い
の
だ
。
当
該
場
面
に
戻
る
と
、「
今
こ
れ
よ

り
」
は
道
綱
母
の
指
示
に
よ
っ
て
使
者
に
発
せ
ら
れ
た
通
例
の
場
合
だ
か
ら

こ
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
道
綱
母
の
指
示

に
よ
ら
ず
に
「
周
り
の
人
が
と
り
な
し
て
い
う
」
の
で
あ
れ
ば
、「「
今
こ
れ

よ
り
」
と
人4

い
ひ
け
れ
ば
」
な
ど
の
書
き
方
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
場
面
の
直
後
（
（
番
歌
の
直
前
）
に
「
ま
た
、
添
へ
た

る
文
見
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
何
に
添
え
て
あ
る
「
文
」
だ
と
い
う
の

か
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
に
対
し
て
も
『
ほ
る
ぷ
』
は
「
男
の
手
紙
は
、
女
の

召
使
い
の
も
と
に
来
る
。
そ
れ
に
本
人
あ
て
の
手
紙
が
添
え
て
あ
る
。」
と

「
女
の
召
使
い
」
の
存
在
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。
し
か
し
、「
女
の
召

使
い
」
の
も
と
に
く
る
の
が
普
通
な
ら
一
々
「
添
へ
た
る
」
と
は
書
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
他
に
も
同
様
の
書
き
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
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五
　
前
稿
の
補
強
（
ま
と
め
を
兼
ね
て
）

こ
こ
か
ら
前
稿
で
言
及
し
た
内
容
の
補
強
に
移
り
た
い
の
で
、
ま
ず
は
前

稿
の
概
要
に
言
及
し
て
お
く
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

兼
家
か
ら
の
最
初
の
求
婚
歌
（
1
番
歌
）
と
そ
れ
に
返
し
た
2
番
歌
の
後
、

当
該
場
面
に
入
っ
て
「
ま
た
〳
〵
も
お
こ
す
れ
ど
、
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け

れ
ば
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
兼
家
か
ら
の
3
番
歌
が
あ
り
、
4

番
並
び
に
当
該
場
面
の
後
の
（
番
6
番
の
兼
家
の
歌
に
は
侍
女
の
代
作
を
返

す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
秋
つ
方
に
な
り
に
け
り
。」
と
あ
っ
て
、
（
～
10

番
歌
で
は
二
人
の
贈
答
歌
が
成
立
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
で
新
枕
・
結
婚
と
な

る
。
注
（
拙
著
で
は
、
特
に
上
巻
前
半
部
の
こ
の
あ
た
り
に
お
い
て
、
道
綱

母
は
兼
家
に
心
が
傾
い
て
い
く
面
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
は
描
写

し
な
い
傾
向
が
あ
る
と
こ
ろ
に
注
意
し
て
い
た
の
だ
が
、
自
作
の
返
歌
を
拒

絶
す
る
当
該
場
面
か
ら
新
枕
を
受
け
入
れ
る
ま
で
の
描
写
さ
れ
な
い
道
綱
母

の
心
境
の
推
移
は
、
遣
り
取
り
さ
れ
る
歌
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
が
前

稿
で
あ
っ
た）

（1
（

。
そ
の
際
、
特
に
兼
家
の
3
番
歌
と
「
浜
千
鳥
跡
も
な
ぎ
さ
に

ふ
み
見
ぬ
は
わ
れ
を
こ
す
波
う
ち
や
消
つ
ら
む
」
と
い
う
（
番
歌
に
注
目
し
、

正
統
な
歌
語
も
詠
み
込
ま
れ
た
古
今
調
の
両
歌
の
詠
み
ぶ
り
を
1
番
の
求
婚

歌
と
比
較
し
て
、「
当
初
は
倫
寧
に
話
を
つ
け
て
そ
れ
で
ほ
と
ん
ど
事
が
成

る
と
思
っ
て
い
た
兼
家
だ
が
、
道
綱
母
が
和
歌
に
拘
る
女
性
で
求
婚
歌
に
も

求
婚
方
法
に
も
不
満）

（1
（

で
あ
る
の
に
さ
す
が
に
気
が
付
い
て
態
度
を
改
め
て
作

歌
に
力
を
入
れ
て
い
き
、
道
綱
母
も
徐
々
に
そ
れ
を
認
め
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
」
と
い
う
想
定
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
今
西
の
考
え
に
も
反
す
る
形
で
論
を
進
め
て
き
た
が
、

実
は
同
時
に
、
今
西
の
論
述
に
は
前
稿
に
お
け
る
私
論
に
と
っ
て
も
示
唆
的

な
と
こ
ろ
が
大
い
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

今
西
は
、
そ
れ
ま
で
兼
家
の
贈
歌
を
無
視
し
て
き
た（「
返
り
ご
と
も
せ
ざ

り
け
れ
ば
」）
道
綱
母
が
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
答
え
た
の
は
、
道
綱
母
に
「
何

ら
か
の
形
で
従
前
と
は
異
な
っ
た
応
対
の
用
意
あ
っ
て
の
こ
と
」
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
時
道
綱
母
が
本
当
は
返
事
を
出
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
な
ど
と
は

言
え
な
い
と
言
う
。
ま
た
兼
家
側
に
し
て
も
、「
事
態
の
一
歩
前
進
で
あ
り
、

そ
の
成
り
行
き
に
期
待
す
る
」
で
あ
ろ
う
と
も
言
う
。

今
西
の
こ
の
論
を
示
唆
的
に
受
け
取
っ
て
前
稿
で
の
考
え
と
繋
げ
る
と
、

ま
ず
道
綱
母
側
か
ら
す
れ
ば
、
今
ま
で
の
完
全
無
視
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら

「
今
こ
れ
よ
り
」
と
い
う
「
態て

い
の
よ
い
こ
と
わ
り
の
言
葉
」
を
伝
え
た
こ
と
が

「
従
前
と
は
異
な
っ
た
応
対
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
西
は
「
相
変
わ
ら
ず
の

無
視
を
続
け
る
」
な
ら
こ
の
「
言
葉
は
不
要
」
だ
と
言
う
が
、
頑
な
に
返
歌

を
し
な
い
の
は
従
前
通
り
だ
が
、
こ
の
言
葉
を
送
る
こ
と
は
、
小
さ
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
道
綱
母
の
気
持
ち
が
推
移
し
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
の
だ
。

そ
れ
ま
で
は
「
言
葉
は
不
要
」
で
あ
っ
た
の
が
必
要
に
な
っ
た
の
だ
。
兼
家

が
「
作
歌
に
力
を
入
れ
て
い
き
」
そ
れ
が
道
綱
母
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
前

稿
で
示
し
た
想
定
は
、
3
番
歌
の
詠
み
ぶ
り
が
道
綱
母
に
認
め
ら
れ
、「
今
こ

れ
よ
り
」
に
繋
が
っ
た
と
こ
ろ
に
具
現
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
同
時
に
、
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
な
い
道
綱
母
の
兼
家
に
傾
い

て
い
く
心
を
こ
こ
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の

心
境
の
変
化
は
小
さ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
な
り
に
大

（



き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
態
度
に
示
す
の
は
小
さ
な
も
の
で
、

こ
こ
で
は
ま
だ
「
今
こ
れ
よ
り
」
と
伝
え
る
に
留
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
兼
家

側
に
す
れ
ば
こ
れ
で
「
事
態
の
一
歩
前
進
」
と
い
う
か
少
な
く
と
も
半
歩
前

進
な
の
で
あ
り
、「
態て

い
の
よ
い
こ
と
わ
り
の
言
葉
」
に
対
し
て
辛
さ
を
訴
え
る

4
番
歌
を
す
か
さ
ず
詠
み
贈
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
今
西

は
「
成
り
行
き
に
期
待
」
し
た
兼
家
が
、
道
綱
母
が
「
強
ひ
た
る
や
う
な
り

や
」
と
思
う
よ
う
な
「
強
引
に
返
歌
を
強
い
る
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
」
の
4
番

歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
が
、「
成
り
行
き
に
期
待
」
し
な
が
ら
「
強
引
に
返
歌
を

強
い
る
」
の
は
解
せ
な
い
し
、
4
番
歌
は
そ
の
よ
う
な
歌
で
は
な
い
こ
と
は

既
に
指
摘
し
た
。

道
綱
母
に
と
っ
て
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、「
態て

い
の
よ
い
」
こ
の
言
葉
を
兼

家
が
ど
う
受
け
取
る
か
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
兼
家
は
こ
ち
ら
の
意
向
を

正
し
く
汲
み
取
り
、
返
歌
が
こ
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
辛
さ
を
訴
え
る
4
番

歌
を
贈
る
こ
と
で
応
え
て
き
た
。
こ
れ
で
兼
家
は
話
の
通
じ
る
男
で
あ
る
の

が
分
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
波
線
部
は
兼
家
に
合
格
点
を
出

し
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
、
直
後
に
は
、
母
親
の
介
在
が
あ
る
が
、
代
作

歌
を
贈
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
半
歩
前
進
で
あ
る
。
続
く
「
そ
れ
を
し

も
、
ま
め
や
か
に
う
ち
喜
び
て
、
し
げ
う
か
よ
は
す
。」と
い
う
叙
述
か
ら
は
、

兼
家
の
態
度
に
満
足
す
る
道
綱
母
の
心
境
を
読
み
取
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。

こ
の
後
も
、
（
番
6
番
の
兼
家
の
歌
が
載
せ
ら
れ
、
や
は
り
そ
れ
に
も
代
作

で
応
え
て
い
る
。
兼
家
は
「
こ
の
た
び
さ
へ
な
う
は
、
い
と
つ
ら
う
も
あ
る

べ
き
か
な
」
と
6
番
歌
に
書
き
添
え
て
道
綱
母
の
自
作
の
返
歌
を
求
め
る
。

道
綱
母
が
自
分
に
心
を
傾
け
つ
つ
あ
る
の
に
兼
家
が
手
応
え
を
感
じ
、
こ
こ

ぞ
と
返
歌
を
強
く
求
め
る
の
は
こ
の
時
点
で
あ
ろ
う
（
少
な
く
と
も
道
綱
母

は
そ
う
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）。
そ
し
て「
秋
つ
方
に
な
り
に
け
り
。」

と
言
っ
て
か
ら
初
め
て
贈
答
歌
が
二
組
（
（
～
10
番
）
載
せ
ら
れ
、
新
枕
に

引
き
続
き
結
婚
成
立
と
な
る
の
で
あ
る
。

前
稿
で
は
散
文
部
分
に
一
切
触
れ
な
い
ま
ま
に
想
定
を
巡
ら
し
た
の
だ
が
、

当
該
場
面
の
散
文
部
分
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

注（
1
）　
『
蜻
蛉
日
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
桂
宮
本
を
底
本
と
す
る
角
川
文
庫
『
蜻
蛉

日
記
』（
柿
本
奨
校
注
・
一
九
六
七
年
一
一
月
・
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
歌
番

号
も
同
じ
。
た
だ
し
、
波
線
部
は
桂
宮
本
の
ま
ま
。
桂
宮
本
は
、
笠
間
影
印
叢

刊
6（
『
桂
宮
本
蜻
蛉
日
記
〈
上
〉
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
』（
一
九
九
二
年
三
月
再

版
）
に
よ
る
。

（
2
）　
「『
蜻
蛉
日
記
』
注
釈
余
滴
（
一
）」（『
文
献
探
究
』
21
・
一
九
八
八
年
三
月
）。

『
新
大
系
』
で
も
同
様
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

お
そ
ら
く
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、『
解
釈
大
成
』
は

こ
の
あ
た
り
に「
…
…
と
言
っ
て
や
る
と
、
…
…
追
い
か
け
て
次
の
よ
う
な
歌

が
届
け
ら
れ
る
」（
傍
線
は
引
用
者
）
と
い
う
訳
を
あ
た
え
て
い
る
。

（
4
）　
「『
蜻
蛉
日
記
』
兼
家
の
催
促
の
歌
試
解
─
「
し
れ
た
る
や
う
な
り
や
」、「
人

し
れ
ず
」
歌
を
中
心
に
」（『
平
安
文
学
の
饗
宴
』
二
〇
二
三
年
三
月
・
勉
誠

社
）。

（
（
）　

拙
著
『
蜻
蛉
日
記
上
巻
前
半
部
研
究
』（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
・
新
典
社
）

の
「
第
一
章　

兼
家
か
ら
の
求
婚
場
面
、「
序
段
」（
１
２
番
歌
）　

第
二
節　

兼
家
か
ら
の
求
婚
歌
到
来
の
場
面
─
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
役

割
・
追
考
─
」
に
〔
付
〕（
1
）
と
し
て
「
補
足　

結
婚
成
立
ま
で
の
贈
答
歌
」

（



と
い
う
小
文
を
加
え
て
お
い
た
。
そ
こ
で
、3
～
10
番
歌
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
あ
る
。
以
後
「
前
稿
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
小
文
を
指
す
。

（
6
）　

各
注
釈
書
は
略
称
を
も
っ
て
示
す
。
本
稿
末
の
一
覧
参
照
。

（
（
）　

こ
こ
で
「
返
事
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
各
注
釈
書
等
を
見
渡
す
と
「
返
事
」

と
「
返
歌
」
が
混
在
し
て
い
る
。
た
だ
、「
返
事
」
の
中
に
は
当
然
歌
が
含
ま

れ
て
い
よ
う
か
ら
、「
返
事
」
と
あ
っ
て
も
「
返
歌
」
と
あ
っ
て
も
違
い
は
な

い
も
の
と
考
え
る
。
今
西
の
大
筋
に
お
い
て
も
「
こ
れ
を
」
が
か
な
り
踏
み
込

ん
で
意
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
返
歌
」
の
有
無
が
重
要
だ
と
み
て
い
る
か
ら

こ
そ
で
あ
ろ
う
。

（
（
）　

4
番
歌
の
直
後
に
出
る
「
例
の
人
」
は
定
説
通
り
母
親
と
み
ら
れ
る
。
母
親

は
最
初
の
求
婚
歌
（
1
番
歌
）
到
来
の
時
と
同
様
に
恐
縮
し
て
い
る
。

（
（
）　

波
線
部
の
異
同
の
詳
細
は
、
上
村
悦
子『
蜻
蛉
日
記
校
本
・
書
入
・
諸
本
の

研
究
』（
一
九
六
三
年
一
〇
月
一
日
・
古
典
文
庫
）
並
び
に
『
注
解
』
な
ど
参

照
。
も
と
「
し
れ
た
る
や
う
な
り
や
」
で
あ
っ
た
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ

か
ら
さ
ら
に
改
訂
し
て
「
し
り
た
る
や
う
な
り
や
」
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
か
、

ど
ち
ら
か
で
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　
「
返
事
を
し
な
い
気
で
い
た
」
道
綱
母
の
内
心
に
つ
い
て
、
髙
野
は
「
読
者

に
も
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
」
と
も
言
う
。
道
綱
母
が
想
定
し
て
い
た
『
蜻
蛉

日
記
』の
読
者
の
範
囲
は
非
常
に
難
し
い
問
題
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
で

内
心
ま
で
伝
わ
る
よ
う
な
範
囲
の
人
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

た
い
。
一
方
、こ
の
時
点
で
兼
家
が
こ
の
表
現
を
ど
う
解
す
る
か
に
つ
い
て
は

疑
問
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
11
）　

今
西
は
、
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
「
無
難
な
と
こ
ろ
が
長
所
」
と
言
い
、
Ｂ
Ｃ
で
解

す
と
4
番
歌
は
「
返
歌
は
ま
だ
な
の
か
と
い
う
焦
燥
を
述
べ
た
歌
」
と
解
せ
る

と
言
う
。
た
だ
、
こ
の
解
は
「「
い
ま
、
こ
れ
よ
り
」
と
い
う
道
綱
母
側
の
言

葉
を
一
応
は
真
に
受
け
」て
い
て
も
成
り
立
つ
、
つ
ま
り
返
歌
し
な
い
気
で
い

る
道
綱
母
の
内
心
を
想
定
し
な
く
て
も
成
り
立
つ
と
言
っ
て
、内
心
を
想
定
す

る
こ
と
に
（
即
ち
Ｂ
Ｃ
を
と
る
こ
と
に
）
あ
く
ま
で
も
否
定
的
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
こ
の
歌
の
眼
目
が
「
返
歌
は
ま
だ
な
の
か
と
い
う
焦
燥
」（
傍
線

は
引
用
者
）
に
あ
る
と
み
る
か
ら
で
、『
解
釈
大
成
』
の
よ
う
に
「
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
い
た
だ
け
な
い
」（
傍
線
は
引
用
者
）
と
い
う
辛
さ
に
眼
目
が
あ
る

と
み
れ
ば
、
兼
家
は
道
綱
母
の
内
心
を
察
知
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
12
）　

前
稿
に
お
け
る
検
討
に
よ
り
、
6
番
歌
と
こ
の
歌
は
、
掛
詞
を
は
じ
め
と
す

る
技
巧
は
何
ら
凝
ら
さ
れ
て
い
な
い
直
截
的
な
詠
法
の
歌
で
あ
る
可
能
性
の

方
が
高
い
と
考
え
る
。

（
13
）　

一
々
の
例
を
検
討
で
き
な
い
が
、中
巻
天
禄
元
年
六
月
に
あ
る
書
き
方
な
ど

は
当
該
場
面
と
対
比
し
て
考
え
る
の
に
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
引
用
冒

頭
鉤
括
弧
内
は
兼
家
か
ら
の
手
紙
の
文
面
）

�

「
…
…
今
日
も
と
思
へ
ど
も
」
な
ど
ぞ
あ
め
る
。
こ
れ
か
れ
、
そ
ゝ
の
か

せ
ば
、
返
り
ご
と
書
く
程
に
、
日
暮
れ
ぬ
。
ま
だ
行
き
も
着
か
じ
か
し
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
ふ
程
に

0

0

0

0

見
え
た
り
。（
傍
点
は
引
用
者
）

�

「
使
ひ
」
な
ど
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
道
綱
母
の
「
返
り
ご
と
」
を

持
っ
て
使
者
が
兼
家
の
許
に
行
く
の
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
書
き
方
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、使
者
が
ま
だ
先
方
に
着
い
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
時
点
（
傍
点
部
）
で
早
々
に
兼
家
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
手
紙
の
遣
り

取
り
か
ら
す
れ
ば
普
通
で
な
い
こ
と
が
起
き
た
様
を
描
写
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
口
頭
に
よ
る
伝
達
で
も
同
様
で
、当
該
場
面
が
も
し
髙
野
の
想
定
す
る

よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
な
ら
、当
該
場
面
に
も
傍
点
部
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。

（
14
）　

同
様
の
例
は
、
当
該
場
面
の
近
く
で
も
歌
に
関
す
る
も
の
に
多
く
見
ら
れ

る
。
即
ち
、
道
綱
母
の
歌
が
あ
っ
て
「
な
ど
い
ふ
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
目
に
付
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
10
番
歌
に
続
け
て
「
な
ど
い
ふ
。」
と
書

か
れ
、
1（
番
歌
に
続
け
て
「
な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
九
月
に
な
り
ぬ
。」
と
書
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
い
ふ
」
も
、（
手
紙
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
）

歌
が
兼
家
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。そ
こ
で
結
婚
後
の
当
該
場
面

と
同
年
の
十
二
月
、
兼
家
が
横
川
に
登
山
し
た
折
り
の
記
事
を
考
え
て
み
た

（



い
。
ま
ず
兼
家
か
ら
降
雪
の
た
め
に
下
山
で
き
な
い
旨
の
手
紙
が
届
く
。
そ
れ

に
対
し
て
道
綱
母
は
23
番
歌
を
詠
ん
で「
な
ど
い
ひ
て
、
そ
の
年
は
か
な
く
暮

れ
ぬ
。」
と
あ
る
。
降
雪
の
た
め
に
兼
家
ら
は
下
山
で
き
な
い
の
に
、
手
紙
を

持
っ
た
使
者
は
道
綱
母
の
邸
ま
で
来
て
い
る
。
で
は
、使
者
が
23
番
歌
を
持
っ

て
再
度
横
川
に
登
る
の
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
23
番
歌
は
独
詠
歌
で
、

そ
の
ま
ま
そ
の
年
は
暮
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
解
せ
そ
う
だ
。し
か
し
そ
う
で
は

あ
る
ま
い
。使
者
は
23
番
歌
を
持
っ
て
再
び
横
川
ま
で
雪
の
中
を
行
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
い
ひ
て
」
の
一
言
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
使
者
と
い
う
の

は
こ
の
よ
う
に
黒
子
扱
い
さ
れ
、
そ
の
存
在
に
一
々
言
及
せ
ず
に
、
道
綱
母
か

ら
言
葉
に
せ
よ
手
紙
に
せ
よ
が
兼
家
に
届
け
ら
れ
た
と
い
う
意
を
「
い
ふ
」
が

担
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
天
暦
十
年
六
月
「
…
…
独
り
ご
と
に
、

（
道
綱
母
の
36
番
歌
略
）　

な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、七
月
に
な
り
ぬ
。」と
あ
る
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
独
詠
歌
で
あ
る
か
ら
、「
な
ど
い
ふ
」
で
も
必
ず
兼
家
に
贈
っ

た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
独
詠
歌
と
分
か
る
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、「
独
り
ご
と
に
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
点
に

注
意
で
あ
る
。

（
1（
）　

注
（
拙
著
の
第
一
章
参
照
。

（
16
）　

あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、『
新
注
釈
』
も
「
今
こ
れ
よ
り
」
を

侍
女
が
自
ら
の
判
断
で
言
っ
た
言
葉
と
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（
1（
）　
『
ほ
る
ぷ
』
は
、
波
線
部
の
本
文
を
Ａ
と
し
て
、「
ば
か
か
し
ら
」
と
訳
し
て

い
る
。

（
1（
）　

（
～
10
番
歌
に
関
し
て
補
足
し
て
お
く
。
ま
ず
歌
の
み
引
用
し
て
お
く
。

�

鹿
の
ね
も
聞
え
ぬ
里
に
住
み
な
が
ら
あ
や
し
く
あ
は
ぬ
目
を
も
見
る
か

な�

（
（
・
兼
家
）

�

高
砂
の
峰
の
上
わ
た
り
に
住
ま
ふ
と
も
し
か
さ
め
ぬ
べ
き
目
と
は
聞
か

ぬ
を�

（
（
・
道
綱
母
）

�

逢
坂
の
関
や
な
か
な
か
近
け
れ
ど
越
え
わ
び
ぬ
れ
ば
嘆
き
て
ぞ
経
る

�

（
（
・
兼
家
）

�

越
え
わ
び
る
逢
坂
よ
り
も
音
に
聞
く
勿
来
を
か
た
き
関
と
知
ら
な
む

�

（
10
・
道
綱
母
）

�

前
稿
で
は
こ
の
う
ち
の
兼
家
の
歌
を
取
り
上
げ
て
、「
3
～
6
番
歌
で
は
返
事

が
こ
な
い
と
か
自
筆
の
返
事
が
欲
し
い
と
か
訴
え
て
い
た
兼
家
が
、（
番
歌
で

は
逢
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
（
番
歌
で
は
逢
え
そ
う
で
逢
え
な
い
な
ど
と

言
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
道
綱
母
の
心
境
の
変
化
を
『
蜻
蛉
日
記
』
は
何
も
語

ら
な
い
の
だ
が
、
歌
の
遣
り
取
り
と
共
に
道
綱
母
の
心
が
兼
家
に
傾
き
つ
つ

あ
っ
た
の
が
窺
え
る
で
は
な
い
か
。」
と
述
べ
た
。
即
ち
、
道
綱
母
の
方
に
心

境
の
変
化
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
兼
家
の
歌
の
内
容
も
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ

と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
心
境
の
変
化
を
道
綱
母
は
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
歌
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
道
綱
母
の

返
歌
を
み
て
も
、
鋭
い
切
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
兼
家
の
愛
情
を
受
け

止
め
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
て
き
た
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

（
1（
）　

兼
家
か
ら
の
最
初
の
求
婚
歌
に
対
す
る
道
綱
母
の
不
満
足
感
に
つ
い
て
は
、

注
（
拙
著
の
「
第
一
章　

第
一
節　

上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
兼
家

か
ら
の
求
婚
場
面
」
で
検
討
し
て
い
る
。

（
20
）　
「
ま
め
や
か
に
う
ち
喜
び
て
」
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
る
中
、『
注

解
』
が
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
た
結
果
「
兼
家
の
喜
ぶ
態
度
の
「
ま
め
や
か
さ
」
を

意
味
し
、「
喜
ぶ
様
子
を
き
ち
ん
と
見
せ
て
」
ぐ
ら
い
に
解
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
う
」
と
い
う
の
が
参
考
に
な
る
。

本
稿
で
略
称
を
用
い
て
引
用
乃
至
言
及
し
た
注
釈
書
は
次
の
通
り
。

『
大
系
』
―
川
口
久
雄
校
注
、
日
本
古
典
文
學
大
系
20
『
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
）

『
全
注
釈
』
―
柿
本
奨
、
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
書
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
』

（
一
九
六
六
年
八
月
・
角
川
書
店
）
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『
注
解
』
─
秋
山
虔
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
注
解
三
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
2（
巻
（
号
・
一
九
六
二
年
七
月
・
至
文
堂
）

『
集
成
』
―
犬
養
廉
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
第
（4
回
『
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
八

二
年
一
〇
月
・
新
潮
社
）

『
新
釈
』
―
次
田
潤
・
大
西
善
明
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
新
釈
』（
一
九
六
〇
年
七

月
・
明
治
書
院
）

『
解
釈
大
成
』
―
上
村
悦
子
『
蜻
蛉
日
記
解
釈
大
成
第
1
巻
』（
一
九
八
三
年
一
一

月
・
明
治
書
院
）

『
ほ
る
ぷ
』
―
増
田
繁
夫
校
注
・
訳
、
日
本
の
文
学
古
典
編
（
『
蜻
蛉
日
記
』（
一

九
八
六
年
九
月
・
ほ
る
ぷ
出
版
）

『
新
大
系
』
―
今
西
祐
一
郎
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
24
『
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
）

『
新
注
釈
』
―
大
西
善
明
『
蜻
蛉
日
記
新
注
釈
』（
一
九
七
一
年
一
一
月
・
明
治
書

院
）

付
記

　

拙
稿
「
日
記
文
学
の
始
発
─
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
前
半
部
を
中
心
に
─
」（『
中
古

文
学
』
111
・
二
〇
二
三
年
五
月
）
の
〈
付
記
〉
で
、「
拙
著
（
本
稿
注
（
拙
著
を
指

す
）に
お
い
て
は
、
和
歌
だ
け
を
分
析
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
所
謂
地
の
文
に
相

当
す
る
と
こ
ろ
に
も
十
二
分
に
意
を
払
っ
て
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。（
中
略
）

散
文
の「
役
割
」に
は
充
分
に
意
を
払
っ
た
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。」と
述
べ
た
。
こ

れ
は
、
和
歌
を
中
心
に
分
析
し
た
拙
著
に
お
い
て
、
散
文
も
完
全
に
検
討
し
た
と
い

う
意
味
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
髙
野
浩
論
文
に
接
し
て
、
散
文
に

充
分
に
意
を
払
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
早
速
思
い
知
ら
さ
れ
た
。そ
れ
で
成
し
た

の
が
本
稿
で
あ
る
。
髙
野
氏
、そ
れ
に
今
西
氏
に
は
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、

本
稿
で
も
度
々
そ
の
内
容
に
言
及
し
た
拙
著
を
併
せ
読
ま
れ
る
こ
と
を
冀
う
次
第

で
あ
る
。

　

本
稿
を
、
大
阪
大
学
で
と
も
に
学
ん
だ
近
本
謙
介
君
の
御
霊
に
捧
ぐ

（
つ
つ
み
・
か
ず
ひ
ろ　

徳
島
大
学
大
学
院
教
授
）
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