
は
じ
め
に

『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
二
年
目
九
五
五
年
の
八
月
末
に
道
綱
が
誕
生
し
た
翌
月
、

兼
家
が
書
い
た
町
の
小
路
の
女
宛
て
の
手
紙
を
道
綱
母
が
発
見
し
た
辺
り
か
ら

事
態
は
緊
迫
し
て
く
る
。
兼
家
と
町
の
小
路
の
女
の
結
婚
、
兼
家
を
門
前
払
い

し
て
『
百
人
一
首
』
の
歌
詠
歌
な
ど
が
あ
り
、
翌
々
年
の
夏
に
町
の
小
路
の
女

は
出
産
す
る
。
出
産
時
の
兼
家
の
振
る
舞
い
に
道
綱
母
は
怒
り
を
露
わ
に
し
、

か
つ
、
生
ま
れ
た
の
が
男
児
と
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
る
（
以
後
、
こ
の
場
面
を

便
宜
上
「
出
産
の
場
面
」
と
呼
ぶ
）。
月
が
七
月
に
変
わ
っ
て
仕
立
物
の
依
頼

が
き
た
の
を
突
き
返
す
（
以
後
、
こ
の
場
面
を
便
宜
上
「
仕
立
物
の
場
面
」
と

呼
ぶ
）。
仕
立
物
の
依
頼
主
と
用
途
に
は
諸
説
あ
る
が
、
道
綱
母
は
「
見
る
に

目
眩
る
ゝ
こ
ゝ
ち
ぞ
す
る
。

（
１
）

」
と
ま
で
言
う
の
で
、
依
頼
主
は
兼
家
で
産
婦
か

新
生
児
の
た
め
の
物
で
あ
ろ
う
。
結
局
「
仕
立
物
の
場
面
」
は
「
か
し
こ
に

も
、
い
と
情
な
し
と
か
や
あ
ら
む
、
二
十
余
日
、
お
と
づ
れ
も
な
し
。」
と
い

う
結
末
で
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
両
場
面
に
は
道
綱
母
の
歌
も
誰
の
歌
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、「
仕
立
物
の
場
面
」
に
続
い
て
は
兼
家
か
ら
「
参
り
こ
ま
ほ
し
け

れ
ど
…
…
」
と
い
う
手
紙
が
き
て
、
そ
れ
を
切
っ
掛
け
に
一
転
し
て
二
人
に
よ

っ
て
46
〜
57
番
歌
が
詠
ま
れ
る
。
46
〜
56
番
は
贈
答
歌
、
57
番
は
道
綱
母
の

単
独
歌
で
あ
る
。
こ
の
後
、
例
の
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
憎
悪
の
表
白
が
あ

る
。
町
の
小
路
の
女
が
出
産
後
兼
家
の
寵
を
失
い
零
落
し
た
こ
と
を
言
っ
て
、

併
せ
て
憎
悪
を
む
き
出
し
に
す
る
記
述
で
あ
る
（
以
後
、
こ
の
記
述
を
便
宜
上

「
憎
悪
表
白
」
と
呼
ぶ
）。
と
こ
ろ
が
、
兼
家
は
自
分
の
所
に
戻
っ
て
く
る
か
と

思
い
き
や
、
期
待
に
反
し
て
時
姫
の
所
に
通
い
詰
め
で
、
そ
ん
な
こ
と
に
対
す

る
や
る
か
た
な
い
気
持
ち
か
ら
長
歌
を
兼
家
に
贈
る
（
58
番
）
に
至
る
。
兼
家

か
ら
も
長
歌
の
返
歌
が
あ
り
（
59
番
）、
引
き
続
き
60
〜
64
番
歌
が
遣
り
取
り
さ

れ
る
。
そ
し
て
上
巻
一
五
年
間
の
う
ち
の
記
事
が
欠
け
て
い
る
期
間
に
入
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、「
仕
立
物
の
場
面
」
と
「
憎
悪
表
白
」
に
挟
ま

れ
る
46
〜
57
番
歌
の
う
ち
の
、
49
50
番
の
贈
答
歌
と
51
52
番
の
贈
答
歌
が
交
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わ
さ
れ
る
二
つ
の
連
続
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
両
場
面
を
取
り
上
げ
る
の
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
記
事
が
欠
け
る

期
間
ま
で
を
対
象
に
、
主
と
し
て
二
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
こ
と
が
大
き

い
。
そ
の
成
果
は
、
新
典
社
新
書
41
『
和
歌
を
力
に
生
き
る
―
道
綱
母
と
蜻
蛉

日
記
―（

２
）

』
に
纏
め
た
の
だ
が
、
そ
の
二
つ
の
観
点
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
の
観
点
は
、
道
綱
母
に
と
っ
て
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
の
か
で
あ
る
。
従
来
も
当
然
重
視
さ
れ
て
き
た
観
点
で
は
あ
る
が
、
自
分
な

り
に
新
し
い
切
り
口
を
示
せ
た
つ
も
り
で
あ
る
（
具
体
的
に
は
後
述
）。
第
二

の
観
点
は
叙
述
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
道
綱
母
は
自
分
が
満
足
行
く
よ
う
な
面
は
叙
述
を
避
け
、
不
幸
・
不
満

足
な
面
が
目
立
つ
よ
う
な
叙
述
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、

第
二
の
観
点
に
第
一
の
観
点
も
絡
め
て
考
察
し
、
叙
述
面
を
正
確
に
解
釈
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
実
際
に
道
綱
母
が
置
か
れ
た
状
況
や
そ

の
時
の
感
情
等
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

そ
う
す
る
と
、「
仕
立
物
の
場
面
」
と
「
憎
悪
表
白
」
に
挟
ま
れ
て
、
本
稿

で
取
り
上
げ
る
両
場
面
も
含
ま
れ
る
46
〜
57
番
の
場
面
に
お
け
る
道
綱
母
の
実

際
の
心
情
は
、
通
説
の
解
釈
と
は
裏
腹
な
と
こ
ろ
や
、
裏
腹
と
ま
で
は
い
か
な

く
と
も
、
か
な
り
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ

た
。
さ
ら
に
言
う
と
、
通
説
の
解
釈
は
叙
述
の
解
釈
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な

く
と
も
、
そ
れ
を
実
際
面
の
理
解
に
ま
で
及
ぼ
す
と
な
る
と
間
違
い
に
な
る
部

分
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
46
〜
57
番
歌
の
場
面
の
中
か
ら
前
述
の
二
つ
の
場
面
を

取
り
上
げ
、
道
綱
母
の
心
情
を
中
心
に
道
綱
母
と
兼
家
の
夫
婦
関
係
の
実
際
面

を
探
っ
て
い
く
。
そ
の
際
、
通
説
に
お
け
る
叙
述
面
の
解
釈
に
も
言
及
し
な
が

ら
進
め
る
の
で
、
や
や
論
が
込
み
入
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
了
承
を
願
う
。

一
　
通
説
に
お
け
る
解
釈

本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
つ
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
（
以

後
、
便
宜
上
、
前
の
49
50
番
歌
贈
答
の
場
面
を
「
花
の
場
面
」、
後
の
51
52
番

歌
贈
答
の
場
面
を
「
月
の
場
面
」
と
呼
ぶ
）。

前
栽
の
花
、
色
々
に
咲
き
乱
れ
た
る
を
、
見
や
り
て
、
臥
し
な
が
ら
、

か
く
ぞ
い
は
る
ゝ
。
①
―か
―た
―み
―に
―恨
―む
―る
―さ
―ま
―の
―こ
―と
―ど
―も
―あ
―る
―べ
―し
。

も
ゝ
く
さ
に
乱
れ
て
見
ゆ
る
花
の
色
は
た
ゞ
白
露
の
お
く
に
や
あ
る

ら
む
（
49
・
兼
家
）

と
、
う
ち
い
ひ
た
れ
ば
、
か
く
い
ふ
。

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

（
50
・
道
綱
母
）

な
ど
い
ひ
て
、
②
―例
―の
―つ
―れ
―な
―う（
３
）
―な
―り
―ぬ
。（
以
上
、「
花
の
場
面
」）

寝
待
の
月
の
、
山
の
は
出
づ
る
ほ
ど
に
、
出
で
む
と
す
る
け
し
き
あ

り
。
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
夜
か
な
と
思
ふ
け
し
き
や
見
え
け
む
、「
と

ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
な
ど
い
へ
ど
、
さ
し
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
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い
か
ゞ
せ
む
山
の
端
に
だ
に
と
ゞ
ま
ら
で
心
も
空
に
出
で
む
月
を
ば

（
51
・
道
綱
母
）

返
し
、ひ

さ
か
た
の
空
に
心
の
出
づ
と
い
へ
ば
か
げ
は
そ
こ
に
も
と
ま
る
べ

き
か
な
（
52
・
兼
家
）

と
て
、
と
ゞ
ま
り
に
け
り
。（
以
上
、「
月
の
場
面
」）

最
初
に
、
こ
の
両
場
面
に
対
す
る
通
説
的
な
理
解
、
特
に
道
綱
母
の
感
情
を

中
心
と
す
る
二
人
の
仲
に
対
す
る
理
解
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
が
、
両
場
面
に

焦
点
を
絞
る
よ
り
、
46
〜
57
番
歌
の
場
面
全
体
に
お
け
る
通
説
の
見
方
を
概
略

的
に
押
さ
え
て
お
い
た
方
が
分
か
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
通
説
は
、
贈
答
歌
が
交

わ
さ
れ
る
事
情
や
贈
答
歌
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
は
様
々
で
あ
る
け
れ

ど
も
、「
出
産
の
場
面
」
か
ら
「
仕
立
物
の
場
面
」
に
か
け
て
頂
点
に
達
し
た

感
の
あ
る
怒
り
な
ど
の
激
情
を
、
46
〜
57
番
歌
の
場
面
で
も
道
綱
母
は
ま
だ
か

な
り
引
き
ず
っ
て
い
る
と
し
て
こ
の
場
面
全
体
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
よ
っ
て
、
二
人
の
仲
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
は
修
復
し
て
い
な
い
と
み
て

い
る
の
で
は
な
い
か

（
４
）

。
町
の
小
路
の
女
に
対
し
て
言
え
ば
、
直
後
の
「
憎
悪
表

白
」
で
表
白
さ
れ
る
感
情
を
こ
の
時
も
抱
い
て
い
た
と
み
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
兼
家
が
今
度
は
時
姫
の
許
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
不
満
吐

露
に
繋
が
る
と
み
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
通
説
の
解
釈
を
実
際
面
に
及

ぼ
し
て
よ
い
の
か
、「
花
の
場
面
」
か
ら
順
次
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
49
50
番
歌
贈
答
の
場
面
（「
花
の
場
面
」）

「
花
の
場
面
」
で
は
特
に
贈
答
歌
の
前
後
の
傍
線
①
②
が
問
題
で
あ
る
。
通

説
は
、
こ
こ
を
要
は
文
字
通
り
に
理
解
し
、
喧
嘩
を
し
て
い
た
二
人
が
贈
答
歌

を
交
わ
し
た
が
、
そ
れ
は
言
わ
ば
口
喧
嘩
を
歌
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

い
つ
も
の
よ
う
に
、
兼
家
は
、
あ
る
い
は
二
人
と
も

（
５
）

、
冷
淡
に
な
っ
た
と
解
す

る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
町
の
小
路
の
女
の
件
に
関
す
る

激
情
を
引
き
ず
っ
て
い
る
面
を
も
重
視
し
て
の
理
解
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
特
に
傍
線
②
の
意
味
に
着
目
し
て
森

田
兼
吉
氏

（
６
）

が
既
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。
森
田
論
は
三
つ
の
主
要
な
点
か

ら
構
成
さ
れ
る
が
、
後
の
論
考
と
も
拘
わ
っ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
三
点

に
私
論
も
加
味
し
な
が
ら
森
田
論
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

森
田
論
の
一
点
目
は
、「
憎
悪
表
白
」
の
冒
頭
が
、

か
う
や
う
な
る
ほ
ど
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
か
の
め
で
た
き
所
に
は
、
子
産
み
て
し
よ
り

、
、
、
、
、
、
、

、

す
さ
ま
じ
げ
に
な
り
に
た
べ
か
め
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
人
憎
か
り
し
心
、
思
ひ
し
や
う

は
…
…

と
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、「
花
の
場
面
」
の
頃
に
は
「
兼
家

の
町
小
路
の
女
へ
の
熱
愛
は
さ
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
点
で
あ
る
。

実
は
簡
単
な
話
だ
と
思
う
が
、
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
、
念
の
た
め
に
私
に
も
説
明
を
加
え
て
お
く
。
つ
ま
り
、
傍
点
部
の
記
述

と
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
通
り
、「
出
産
の
場
面
」
か
ら
「
仕
立
物
の
場
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面
」
に
か
け
て
は
月
替
わ
り
が
あ
り
、
か
つ
「
仕
立
物
の
場
面
」
は
「
…
…
二

十
余
日
、
お
と
づ
れ
も
な
し
。」
で
閉
じ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
受
け
る
46
〜

48
番
の
場
面
ま
で
時
間
経
過
が
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、「
花
の
場
面
」

と
「
月
の
場
面
」
も
含
ま
れ
る
46
〜
57
番
歌
の
応
酬
が
あ
る
頃
と
、
兼
家
が
町

の
小
路
の
女
に
興
味
を
失
い
つ
つ
あ
っ
て
町
の
小
路
の
女
が
零
落
し
て
い
く
の

と
は
同
時
進
行
で
あ
っ
た
の
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
頃
に
は
兼

家
は
既
に
町
の
小
路
の
女
へ
の
興
味
を
失
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

（
７
）

。
ま
た
、

傍
点
部
の
よ
う
に
書
く
か
ら
に
は
、
道
綱
母
も
兼
家
が
町
の
小
路
の
女
に
興
味

を
失
い
つ
つ
あ
る
の
に
勘
づ
い
て
い
た
筈
で
あ
る
。

こ
の
町
の
小
路
の
女
の
件
に
関
す
る
点
は
当
然
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

さ
ら
に
私
は
、
こ
の
点
に
は
増
田
繁
夫
氏
の
主
張
も
加
味
す
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。
例
え
ば
「
憎
悪
表
白
」
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
考
え
で
あ
る

（
８
）

。

こ
ん
な
に
町
の
小
路
の
女
を
憎
む
理
由
の
第
一
は
、
や
は
り
兼
家
の
妻
た

ち
の
順
位
争
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
後
か
ら
現
わ
れ
た
町

の
小
路
の
女
に
は
、
追
わ
れ
る
立
場
に
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
憎
悪
を
む

き
出
し
に
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
に
従
え
ば
、
46
〜
57
番
歌
が
遣
り
取
り
さ
れ
る
頃
の
道
綱
母
は
、

自
分
の
妻
と
し
て
の
地
位
に
町
の
小
路
の
女
が
与
え
る
影
響
を
心
配
す
る
必
要

は
な
さ
そ
う
だ
と
分
か
り
、
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
憎
悪
も
、
兼
家
に
対
す

る
怒
り
な
ど
も
落
ち
着
い
て
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
道
綱
母
は
結
婚
前
か
ら
兼
家
に
新
た
な
妻
が
出
現
す
る
の
を
予
測

し
て
い
た
筈
、
子
供
の
頃
か
ら
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
実
際
に
町
の
小
路
の
女
が
現
れ
、
ま
し
て
や
彼
女
が
男
児
を
出
産
す
る
に

至
っ
て
は
、
感
情
を
制
御
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
が
、
事
態

が
こ
こ
に
至
る
と
、
気
持
ち
が
落
ち
着
く
方
向
に
向
か
う
の
が
自
然
で
は
な
い

か
。
兼
家
も
そ
ん
な
道
綱
母
の
様
子
に
勘
づ
い
て
46
番
歌
の
前
の
手
紙
を
送
っ

た
の
で
あ
ろ
う

（
９
）

。

ち
な
み
に
、
上
巻
の
記
事
が
欠
け
る
期
間
が
終
わ
っ
て
九
六
二
年
に
入
る
前

に
、「
め
ざ
ま
し
と
思
ひ
し
所
は
、
今
は
天
下
の
わ
ざ
を
し
さ
わ
ぐ
と
聞
け
ば
、

心
や
す
し
。」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
兼
家
に
見
捨
て
ら
れ
た
町
の
小
路
の
女

が
じ
た
ば
た
し
て
い
る
と
聞
い
た
時
点
で
「
心
や
す
し
」
と
完
全
に
落
ち
着
い

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
何
時
か
は
明
確
で
な
い
が
、
恐
ら
く
は
、「
め
ざ
ま

し
と
思
ひ
し
…
…
」
の
直
前
、
即
ち
、
長
歌
と
そ
れ
に
続
く
五
首
の
遣
り
取
り

（
58
〜
64
番
歌
）
の
直
後
で
、
兼
家
が
「
す
こ
し
心
を
と
め
た
る
や
う
に
て
、

月
ご
ろ
に
な
り
ゆ
く
。」
と
い
う
頃
と
重
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
補
注
）

森
田
論
の
二
点
目
は
、
46
〜
57
番
歌
を
見
渡
し
て
、「
こ
の
あ
た
り
、
二
人

の
仲
を
取
り
結
ぶ
も
の
と
し
て
、
和
歌
が
有
効
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
目

に
つ
く
。」
点
で
あ
る
。
当
該
両
場
面
に
お
け
る
50
番
・
51
番
歌
も
そ
う
だ
し
、

特
に
本
降
り
の
雨
の
中
を
出
掛
け
よ
う
と
す
る
兼
家
を
引
き
留
め
る
の
に
失
敗

し
た
形
の
57
番
歌
な
ど
、
一
見
和
歌
が
「
二
人
の
仲
を
取
り
結
ぶ
」
働
き
を
し

て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
私
も
結
論
的
に
森
田
氏
と
同
様
に
考
え
る
の

で
あ
る

（
10
）

。
た
だ
そ
れ
は
、
森
田
氏
よ
り
も
も
っ
と
範
囲
を
拡
げ
て
、
道
綱
母
に

― 4―



と
っ
て
の
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
の
上
で
あ
る
。

そ
の
私
の
考
察
は
、
新
典
社
新
書
41
と
四
本
の
旧
稿
で
示
し
て
あ
る

（
11
）

。
こ
れ

ら
の
旧
稿
も
、
先
に
示
し
た
新
典
社
新
書
41
に
お
け
る
二
つ
の
観
点
と
同
様
の

観
点
を
主
調
と
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
含
み
な
が
ら
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
新
典
社
新
書
41
と
旧
稿
で
展
開
し
、
本
稿
で
の
検
討
の
基
盤
と
も
な

る
道
綱
母
に
と
っ
て
の
和
歌
に
関
す
る
私
の
主
張
を
簡
潔
に
纏
め
て
お
く
。

Ⅰ
　
道
綱
母
は
、
理
想
と
し
て
は
兼
家
か
ら
の
贈
歌
で
始
ま
る
贈
答
歌
の
成

立
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
が
二
人
の
愛
情
の
確
認
に
繋
が
る
と
思
っ
て
い

た
。
ま
た
、
愛
情
確
認
に
は
、
返
歌
で
贈
歌
の
内
容
に
鋭
く
切
り
返
す
こ

と
も
必
要
だ
と
思
っ
て
い
た
。

Ⅱ
　
結
婚
成
立
後
は
兼
家
か
ら
の
贈
歌
は
め
っ
き
り
少
な
く
な
り
、
自
ら
歌

を
贈
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
鈴
木
一
雄
氏

（
12
）

が
分
析
し
た
「
女

か
ら
の
贈
歌
」
が
な
さ
れ
る
場
合
に
当
て
嵌
ま
る
場
合
が
多
い
。
即
ち
、

「
男
と
の
仲
の
危
機
あ
る
い
は
悪
化
」
が
見
ら
れ
る
時
に
、「
女
の
あ
せ
り
、

歎
き
、
訴
え
、
渇
き
な
ど
の
強
調
」
が
歌
で
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

Ⅲ
　
町
の
小
路
の
女
の
出
現
後
、
道
綱
母
は
感
情
が
昂
ぶ
る
と
兼
家
に
対
し

て
は
古
今
調
の
正
統
な
歌
を
詠
め
な
く
な
り
、
た
と
え
詠
ん
で
も
贈
る
気

に
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
、
時
に
は
時
姫

に
歌
を
贈
っ
た
り
、
歌
語
り
享
受
な
ど
に
向
か
っ
た
り
し
た
。

さ
ら
に
Ⅱ
に
関
連
す
る
事
柄
と
し
て
「
花
の
場
面
」
の
直
前
の
場
面
に
あ
る

46
番
歌
を
見
る
と
、
こ
れ
は
道
綱
母
の
方
か
ら
最
初
に
兼
家
に
贈
ら
れ
た
歌
で

は
あ
る
が
、
先
程
確
認
し
た
森
田
論
の
一
点
目
と
も
拘
わ
っ
て
、
そ
れ
は
も
う

「
女
か
ら
の
贈
歌
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
旧
稿
（¢）
で
分
析
し
た

（
13
）

。
即
ち
、
町

の
小
路
の
女
を
意
識
し
て
「
あ
せ
り
」
や
「
嘆
き
」
な
ど
を
和
歌
で
訴
え
る
必

要
は
こ
の
時
点
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
46
〜
48
番
歌
の
場
面
に
続
く
「
花
の
場
面
」
に
お
い
て
も
、

道
綱
母
の
感
情
は
同
様
に
穏
や
か
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を

や
は
り
和
歌
の
観
点
か
ら
押
さ
え
て
お
く
と
、
49
番
の
兼
家
か
ら
の
贈
歌（

14
）で

贈

答
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
点
が
Ⅰ
と
の
関
連
か
ら
し
て
何
よ
り
肝
要
で
あ
る
。

50
番
の
道
綱
母
の
返
歌
の
内
容
も
、
切
り
返
し
の
内
容
を
目
指
し
た
と
捉
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
『
蜻
蛉
日
記
注
解
十
一

（
15
）

』
の
次
の
見
解
の

よ
う
に
、
歌
の
内
容
に
重
き
を
置
い
て
道
綱
母
の
実
際
面
の
心
情
を
理
解
す
る

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
思
ひ
乱
る
ゝ
花
」「
つ
ゆ
」
は
兼
家
の
贈
歌
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
作
者
の
外
目
に
現
わ
れ
る
屈
託
の
様
子
」
お
よ
び
「
そ

の
苦
悩
に
満
ち
た
心
情
」
を
指
し
、「
秋
」
に
「
厭
き
」
を
懸
け
て
い
る
。

ま
た
「
い
へ
ば
さ
ら
な
り
」
は
、
原
田
氏
の
注
意
さ
れ
た
と
お
り
、「
い

つ
て
し
ま
え
ば
世
の
常
に
な
る
、
そ
れ
に
は
尽
せ
ぬ
気
持
で
あ
る
」
の
意

（
上
掲
論
文
）。

森
田
論
の
三
点
目
が
残
っ
て
い
る
が
、
以
上
の
二
点
か
ら
「
花
の
場
面
」
に

お
け
る
道
綱
母
の
心
情
を
考
え
て
お
く
と
、
通
説
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
余

程
穏
や
か
な
状
態
で
あ
っ
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
兼
家
の
心
情
も
当
然
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同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
、
贈
答
歌
の
前
後
の
傍
線
①
②
は
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
森
田
氏

は
、
以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
て
三
点
目
で
傍
線
②
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

氏
は
、「
つ
れ
な
し
」
の
基
本
的
な
意
味
を
押
さ
え
た
上
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
中

の
「
つ
れ
な
し
」「
つ
れ
も
な
し
」
の
用
例
を
吟
味
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論

し
、
同
時
に
通
説
に
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

「
か
た
み
に
恨
む
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
二
人
が
、
和

歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
表
面
的
に
は
仲
直
り
を
し
た
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

「
つ
れ
な
し
」
は
、
お
た
が
い
に
完
全
に
相
手
を
納
得
し
受
け
入
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
心
中
の
も
や
も
や
し
た
も
の
は
な
お
存
し
た
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
押
さ
え
、
平
静
を
装
い
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
例

の
」
か
ら
訳
し
て
み
れ
ば
、「
い
つ
も
の
よ
う
に
、
表
面
的
に
は
お
だ
や

か
な
仲
と
な
っ
た
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。「
例
の
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
う

し
た
妥
協
な
い
し
は
仲
直
り
が
、
こ
の
こ
ろ
は
よ
く
あ
っ
た
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
語
法
的
に
も
前
後
関
係
か
ら
も
無
理
な
「
よ
そ
よ
そ
し

い
」「
冷
や
か
だ
」
の
訳
語
が
充
て
ら
れ
、
定
説
化
し
て
い
る
の
は
、
人

に
も
あ
ら
ぬ
は
か
な
い
身
の
上
を
描
い
た
作
品
と
い
う
読
み
の
論
理
に
左

右
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
二
重
線
等
は
引
用
者
）

森
田
氏
の
用
例
吟
味
を
検
証
す
る
に
、
二
重
線
部
は
十
分
に
首
肯
さ
れ
る
。

点
線
部
も
恐
ら
く
そ
の
通
り
で
、
新
典
社
新
書
41
の
第
二
の
観
点
と
も
繋
が

る
。
問
題
は
線
を
引
か
な
か
っ
た
所
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、「
つ
れ
な
く
な

り
ぬ
」
の
語
法
的
意
味
の
み
な
ら
ず
、
傍
線
①
に
お
け
る
二
人
の
喧
嘩
を
、
そ

れ
相
応
の
喧
嘩
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
の
解
釈
の
よ
う
で

あ
る
。
傍
線
①
を
文
字
通
り
に
解
せ
ば
そ
の
通
り
に
な
る
と
は
思
う
の
だ
が
、

こ
の
喧
嘩
は
は
た
し
て
実
際
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
細
か
い
叙
述
に
ま
で
目
を
遣
る
と
、
傍
線
①
の
喧
嘩
は
喧
嘩
だ
と
し

て
も
た
い
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
痴
話
喧
嘩
ぐ
ら
い
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
道
綱
母
も
喧
嘩
し
て
い
た
こ
と
を
執
筆
時

点
で
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
歌
の
内
容
か
ら
「
…
…
あ
る
べ
し
」
と
類
推

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
喧
嘩
の
原
因
も
、
町
の
小
路
の
女
の
こ
と

を
あ
る
い
は
ま
だ
幾
分
か
は
引
き
ず
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
件
で

あ
ろ
う
。
町
の
小
路
の
女
の
件
が
原
因
な
ら
類
推
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
か
た
み
に
…
…
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。

町
の
小
路
の
女
の
件
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
道
綱
母
が
本
気
で

怒
っ
て
い
た
の
な
ら
、
自
分
の
怒
り
の
み
を
強
調
し
、
兼
家
側
に
も
「
恨
む
る

さ
ま
の
こ
と
」
が
あ
っ
た
と
は
認
め
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
「
花
の
場
面
」
の
実
際
面
を
捉
え
直
し
て
お
く
。

「
仕
立
物
の
場
面
」
で
最
悪
に
な
っ
た
感
の
あ
る
二
人
の
仲
は
、
兼
家
が
町
の

小
路
の
女
に
対
す
る
興
味
を
失
っ
て
い
く
に
つ
れ
修
復
の
可
能
性
が
萌
し
、
46

〜
48
番
歌
の
贈
答
で
実
際
修
復
に
向
か
う
。
そ
れ
を
受
け
た
当
該
「
花
の
場
面
」

に
お
い
て
も
、
傍
線
①
の
喧
嘩
な
ど
は
た
い
し
た
も
の
で
は
な
く
、
兼
家
か
ら

の
贈
歌
に
よ
る
贈
答
歌
が
成
立
し
て
重
大
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に

― 6―



道
綱
母
に
と
っ
て
の
贈
答
歌
の
意
味
を
考
え
る
と
、
贈
答
歌
の
内
容
よ
り
も
、

兼
家
か
ら
の
贈
歌
で
贈
答
歌
が
成
り
立
っ
た
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

実
際
面
を
踏
ま
え
て
叙
述
面
も
考
え
て
お
く
。
傍
線
②
は
、
森
田
氏
の
解
釈

に
よ
る
に
し
て
も
、
そ
ん
な
二
人
の
仲
を
や
や
大
袈
裟
に
深
刻
さ
が
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
仲
直
り
し
て
い
る
中
で

の
小
さ
な
揉
め
事
を
、
仲
直
り
し
て
い
る
点
を
消
し
て
叙
述
し
て
い
る
と
言
え

ば
よ
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
叙
述
は
同
時
に
傍
線
①
の
喧
嘩
を
そ

れ
相
応
な
喧
嘩
だ
と
と
ら
せ
た
い
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
実
は
た
い
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
が
叙
述
面
に
お
い
て
も
露
呈

し
て
い
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

三
　
51
52
番
歌
贈
答
の
場
面
（「
月
の
場
面
」）

続
く
「
月
の
場
面
」
で
は
、
兼
家
が
月
の
出
る
頃
に
な
っ
て
出
掛
け
る
素
振

り
を
見
せ
る
と
こ
ろ
で
、
道
綱
母
が
す
か
さ
ず
「
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
」
と

い
う
様
子
を
見
せ
る
の
が
目
に
付
く
。
こ
れ
は
、
町
の
小
路
の
女
の
件
が
ほ
と

ん
ど
片
付
い
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
も
と
れ
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
ん

な
様
子
は
示
さ
ず
に
、
兼
家
が
出
て
行
く
の
を
無
視
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
怒
り
の
言
葉
を
書
き
付
け
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
続
い

て
、
兼
家
の
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
言
葉
に
応
え
て
歌
を
詠

ん
で
い
る
の
は
、
気
持
ち
が
穏
や
か
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌

は
、
兼
家
の
言
葉
に
素
直
に
応
え
て
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
歌
で
な
い
の
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
重
視
し
て
道
綱
母
の
実
際
の
心
情
を
考
え

る
の
は
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
贈
答
歌
の
返
歌
の
ご
と
く
丁
々
発
止
の
遣
り

取
り
を
試
み
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
兼
家
の
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
発
言
を
言
わ
ば
贈
歌

と
取
り
な
し

（
16
）

、
そ
れ
を
す
か
す
形
で
「
私
に
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
歌
を
、
言
わ
ば
返
歌
と
し
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
兼
家
に
留
ま
っ
て
欲

し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
素
直
に
兼
家
を
引
き
留
め
る
歌
を
詠
め
ば
、
負
け
に
な

る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
先
に
示
し
た
Ⅰ
と
近
い
心
境
に
あ
る
と
考
え
る
の

だ
が
、
Ⅰ
は
主
と
し
て
町
の
小
路
の
女
の
出
現
前
、
即
ち
、
妻
と
し
て
の
地
位

の
危
機
を
感
じ
て
い
な
い
時
に
見
ら
れ
た
状
況
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
道
綱
母
の
意
識
を
理
解
し
た
上
で
、
次
に
兼
家
の
意
識
に
つ
い

て
も
考
察
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
し
て
兼
家
の
方
で
も
当
然

道
綱
母
の
気
持
ち
が
穏
や
か
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
安
心
し
て
出
掛
け
る
素
振
り
を
見
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
結
局
留
ま
っ
て
い

る
こ
と
も
考
え
る
と
、
こ
の
素
振
り
は
言
わ
ば
演
技
で
は
な
い
か
。
本
当
に
出

掛
け
る
気
な
ら
、
ま
た
、
出
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
こ
の
後
の
57

番
歌
の
場
面
の
よ
う
に
「「
そ
れ
は
し
も
、
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
あ
り
」
と
て
、

出
で
む
と
す
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
態
度
に
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
出
掛
け
る
必
要
も
つ
も
り
も
な
く
、
演
技
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
も
、
恐
ら
く
他
の
女
と
こ
の
月
を
眺
め
る
の
だ
と
匂
わ
し
て
道
綱
母

の
気
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
う
興
味
を
失
っ
て
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は
い
る
も
の
の
、
町
の
小
路
の
女
を
意
識
さ
せ
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
の
演
技
の
趣
旨
は
、
勿
論
道
綱
母
の
気
の
利
い
た
歌
を
期
待
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
道
綱
母
な
ら
自
分
の
期
待
に
応
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
当
然

見
越
し
て
の
上
で
あ
る
。
道
綱
母
が
「
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
」
と
い
う
ふ
う

な
様
子
を
見
せ
た
と
こ
ろ
で
、
す
か
さ
ず
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
と

具
体
的
に
自
分
を
引
き
留
め
る
こ
と
を
促
す
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
も
取
り
上
げ
た
「
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
兼
家

の
発
言
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。
勿
論
実
質
的
に
は
歌
を
要
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
兼
家
の
表
面
的
に
言
い
表
し
た
い
と
こ
ろ
を
想
定
す

る
と
す
れ
ば
、『
全
注
釈

（
17
）

』
の
解
「
つ
ま
り
、
―い
―い
―歌
―を
―詠
―め
、
ま
た
は
愛
情

を
示
せ
、
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
に
感
じ
て
と
ど
ま
ろ
う
、
の
意
。」（
傍
線
等
は
引

用
者
）
の
傍
線
部
の
ご
と
き
に
見
な
す
な
ら
ば
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
、
波
線
部

で
も
や
や
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
新
大
系

（
18
）

』
が
「
留
ま
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
用
が
あ
る
の
な
ら
。」
と
訳
し
て
い
る
の
が
兼
家
の
言
い
表
し
た
い
と
こ

ろ
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
男
女
間
の
歌
語
り
的
状
況
の
も
と

歌
徳
的
結
末
に
も
っ
て
い
く
中
で
、
男
の
方
か
ら
露
骨
に
歌
を
要
求
す
る
の
は

や
や
興
ざ
め
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る

（
19
）

。
歌
徳
的
に
な
る
に
は
、
用
事
の
提
示
を

要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
女
が
自
発
的
に
歌
で
応
え
て
い
る
状
況
の
方

が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
し
、
歌
語
り
と
し
て
も
そ
ち
ら
の
方
が
趣
深
い
も
の
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
場
面
が
現
出
す
る
の
を
兼
家
は
目
論
ん
で
い
た
と
思

う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
確
認
し
た
道
綱
母
の
詠
歌
時
の
意
識
か
ら
す
る
と
、
道
綱

母
は
歌
語
り
的
な
場
面
よ
り
も
、
Ⅰ
に
お
け
る
よ
う
な
贈
答
歌
の
応
酬
を
望
ん

で
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
兼
家
の
意
識
と
は
一
致
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

二
人
の
仲
に
は
こ
の
時
点
で
ほ
と
ん
ど
蟠
り
が
消
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
二
人

の
意
識
の
違
い
に
拘
わ
ら
ず
、
歌
語
り
的
な
「
月
の
場
面
」
は
成
り
立
っ
た
の

で
あ
る
。「
月
の
場
面
」
に
関
し
て
は
、
こ
こ
か
ら
二
人
の
仲
の
深
刻
な
状
況

を
読
み
取
る
論
は
見
あ
た
ら
な
い
と
は
思
う
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上

に
、
二
人
の
紐
帯
は
強
く
回
復
し
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
だ
と
強
調
し
た
い
。

ち
な
み
に
、「
月
の
場
面
」
に
続
い
て
は
、
野
分
の
二
日
程
後
の
歌
合
戦
（
53

〜
56
番
歌
）
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
二
人
が
歌
で
心
を
通
わ
し
合
っ
て
い
る

の
は
明
白
だ
。
し
か
も
、
引
用
は
避
け
る
が
、
発
端
で
は
、
野
分
の
日
に
見
舞

い
を
寄
越
さ
ず
二
日
後
に
訪
れ
て
も
見
舞
い
の
言
葉
を
か
け
な
い
兼
家
で
あ
る

に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
後
は
、
歌
で
遊
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
旧
稿
（¢）
で
考
察
し
た
の
だ
が
、「
仕
立
物
の
場
面
」
の
直
後
の
兼

家
か
ら
の
手
紙
が
く
る
よ
り
以
前
辺
り
か
ら
道
綱
母
の
気
持
ち
は
治
ま
り
つ
つ

あ
り
（
注
（
13
）
参
照
）、
46
〜
48
番
歌
を
遣
り
取
り
し
て
二
人
の
関
係
が
修

復
に
大
き
く
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

46
〜
48
番
歌
の
場
面
と
野
分
の
二
日
程
後
の
場
面
に
挟
ま
れ
た
「
花
の
場

面
」
と
「
月
の
場
面
」
で
も
そ
の
前
後
の
場
面
と
同
様
で
あ
る
の
で
あ
り
、
も

っ
と
言
え
ば
、
両
場
面
と
も
に
、
従
来
よ
り
以
上
に
、
二
人
の
心
境
は
穏
や
か

で
あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る

（
20
）

。
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四

「
花
の
場
面
」
と
「
月
の
場
面
」
の
非
連
続
性

「
花
の
場
面
」
と
「
月
の
場
面
」
を
個
別
に
考
察
し
て
き
た
が
、
実
は
、
両

場
面
が
同
日
の
出
来
事
で
あ
る
か
ど
う
か
が
微
妙
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も

検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
諸
注
釈
書
を
見
る
に
、『
全
注
釈
』
が
、「
前
栽
の
花
の
節
と
寝
待
の
月

の
節
と
は
、
同
日
の
こ
と
か
否
か
。
本
日
記
の
書
き
ぶ
り
で
は
同
日
の
記
事
の

よ
う
に
見
え
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。」
と
言
い
、
明
確
な
根
拠
は
示
せ
て

い
な
い
も
の
の
、
同
日
と
み
る
方
に
傾
い
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
前
後
の
一
連
の
記
事
の
繋
ぎ
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
こ
の

直
後
の
53
〜
56
番
の
贈
答
歌
を
描
く
場
面
は
「
さ
て
、
又
、
の
わ
き
の
…
…
」

で
始
ま
り
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
57
番
歌
の
場
面
は
「
ま
た
、
十
月
ば
か
り
に
…

…
」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
前
の
記
事
と
は
別
日
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
だ
。
ま
た
、「
花
の
場
面
」
の
冒
頭
は
「
前
栽
の
花
…
…
」
と
な
っ
て
い
る

だ
け
だ
が
、
前
の
46
〜
48
番
の
記
事
の
末
尾
が
「
…
…
又
見
え
た
り
。」
な
の

で
、
こ
こ
に
も
切
れ
目
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。「
出
産
の
場
面
」
と
「
仕

立
物
の
場
面
」、「
仕
立
物
の
場
面
」
と
46
〜
48
番
歌
の
場
面
の
間
に
、
そ
れ
ぞ

れ
時
間
経
過
が
あ
る
の
は
、「
は
じ
め
に
」
と
第
二
節
で
確
認
し
た
通
り
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
間
経
過
を
明
示
す
る
書
き
方
を
見
る
と
、「
例
の
つ
れ
な
う

な
り
ぬ
。
寝
待
の
月
の
…
…
」
と
続
く
「
花
の
場
面
」
か
ら
「
月
の
場
面
」
に

か
け
て
の
所
に
は
切
れ
目
は
な
く
、
同
日
の
出
来
事
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

『
全
注
釈
』
以
外
の
多
く
の
注
釈
書
も
、
検
討
す
る
材
料
に
乏
し
い
せ
い
か
明

言
は
し
て
い
な
い
が
、
本
文
の
段
落
の
立
て
方
か
ら
す
る
と
、
同
日
の
出
来
事

と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
（「
寝
待
の
月
の
」
の
所
で
段
落
分
け
を
し
て
い
な

い
）。
別
日
と
明
言
す
る
注
釈
書
は
管
見
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
結
局
明
確
な
結
論
は
出
せ
な
い
の
で
あ
り
、『
全
注
釈
』

の
よ
う
に
言
っ
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、「
花
の
場
面
」
の
冒
頭
近
く
に
「
臥
し
な
が
ら
」

と
あ
る
の
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
の
「
な
が
ら
」
を
ど
う
解
す
べ
き

か
も
微
妙
だ
が
、「
…
…
し
た
ま
ま
で
」
と
訳
す
の
が
最
も
自
然
だ
と
思
う

（
21
）

。

す
る
と
、「
朝
目
覚
め
た
が
寝
床
か
ら
起
き
上
が
ら
な
い
ま
ま
で
次
の
歌
の
遣

り
取
り
を
し
た
」
と
解
せ
よ
う
。
歌
に
露
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
も
、
露
が

消
え
な
い
で
残
っ
て
い
る
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
す
る
と
、
先
程
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
と
類
推
し
た
喧
嘩
の
原
因

は
、
昨
晩
か
ら
の
言
い
合
い
か
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ら
ば
、「
花
の
場
面
」
と
「
月
の
場
面
」
と
は
、
同
日
と
し
て
も
時
間
の

隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
同
日
と
し
て
も
、
一
旦
兼
家

は
帰
宅
す
る
か
参
内
す
る
か
し
て
、
夕
方
に
あ
ら
た
め
て
来
た
可
能
性
が
高
か

ろ
う
。
す
る
と
、「
花
の
場
面
」
と
「
月
の
場
面
」
が
同
日
・
別
日
い
ず
れ
で

あ
っ
て
も
、
両
場
面
は
直
接
連
続
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
「
さ
て
」

や
「
ま
た
」
あ
る
い
は
「
同
じ
日
の
…
…
」
な
ど
と
い
う
繋
ぎ
の
言
葉
を
挟
ま
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ず
に
連
続
し
て
描
写
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
（
両
場
面
が
同
日

か
別
日
か
明
確
で
な
い
以
上
、
こ
の
点
に
注
目
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
）。

こ
こ
に
注
目
す
る
と
、
叙
述
面
で
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
と
思
う
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
「
花
の
場
面
」
の
傍
線
①
は
、
実
際
面
と
は
裏
腹
に

二
人
が
本
気
で
喧
嘩
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
れ

と
「
月
の
場
面
」
が
連
続
し
て
い
る
と
、「
月
の
場
面
」
で
兼
家
が
帰
ろ
う
と

し
た
の
も
、
道
綱
母
が
そ
れ
に
対
し
て
拗
ね
た
よ
う
な
内
容
の
歌
を
詠
ん
だ
の

も
、「
花
の
場
面
」
で
の
深
刻
な
事
態
を
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
て
し

ま
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
実
際
面
と
叙
述
面
と
の
違
い
の
問
題

以
上
の
考
察
で
、「
花
の
場
面
」「
月
の
場
面
」
に
お
け
る
実
際
面
と
叙
述
面

と
の
違
い
も
か
な
り
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
新
典
社
新
書
41

に
お
け
る
第
二
の
観
点
か
ら
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
典
社
新
書
41
で
も
指

摘
し
、
本
稿
で
も
こ
の
辺
り
を
読
み
直
す
の
に
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
「
憎

悪
表
白
」
の
冒
頭
が
「
か
う
や
う
な
る
ほ
ど
に
、
か
の
め
で
た
き
所
に
は
、
子

産
み
て
し
よ
り
、
す
さ
ま
じ
げ
に
な
り
に
た
べ
か
め
れ
ば
、
…
…
」
と
な
っ
て

い
る
点
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
町
の
小
路
の
女
が
兼
家
の
関
心

を
失
う
と
い
う
自
分
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
の
経
緯
は
今
ま
で
の
記
事
の
時
系

列
の
中
で
は
書
か
な
い
で
、
こ
こ
で
初
め
て
、
か
つ
、
纏
め
て
言
及
し
て
い
る

の
も
問
題
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
き
方
は
、
町
の
小
路
の
女
の
存
在

に
気
づ
い
て
か
ら
辛
酸
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
た
経
過
は
そ
の
都
度
具
体
的
に
記
述

し
て
い
た
の
と
は
、
正
し
く
好
対
照
で
あ
る

（
22
）

。
換
言
す
れ
ば
、
46
〜
57
番
歌
の

遣
り
取
り
を
記
す
際
に
、「
兼
家
は
町
の
小
路
の
女
に
興
味
を
失
い
つ
つ
あ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

私
達
の
仲
は
修
復
に
向
か
っ
て
い
た
頃

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
こ
ん
な
歌
を
遣
り
取
り
し
た
」
な
ど

と
書
け
ば
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
傍
点
部
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
な
い
の
で
あ

る
。
加
え
て
、
町
の
小
路
の
女
の
零
落
を
言
う
の
は
「
す
さ
ま
じ
げ
」
一
言
で

済
ま
せ
、
急
ぎ
「
人
憎
か
り
し
心
…
…
」
と
憎
悪
の
感
情
を
書
き
連
ね
て
い
く

点
に
も
注
意
さ
れ
る
。
引
用
は
避
け
る
が
、
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
憎
悪
は

つ
ら
つ
ら
と
書
き
連
ね
、
貶
め
る
た
め
に
は
出
自
に
ま
で
具
体
的
に
触
れ
る
一

方
で
、
事
態
が
自
分
に
と
っ
て
好
転
す
る
面
は
抽
象
的
な
一
言
し
か
書
か
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
記
事
の
空
白
期
間
が
終
わ
っ
た
後
「
め
ざ
ま
し
と
思
ひ

し
所
は
、
今
は
天
下
の
わ
ざ
を
し
さ
わ
ぐ
と
聞
け
ば
、
心
や
す
し
。」
と
書
い
て

い
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。「
心
や
す
し
」
と
な
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
記
事

の
時
系
列
中
か
ら
は
外
さ
れ
、
一
言
で
済
ま
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
も
、
当
該
両
場
面
と
そ
の
前
後
の
場
面
が
実
際
よ
り
深
刻

な
状
況
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
に
与
っ
て
い
る
と
思
う
。

以
上
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
道
綱
母
の
実
際
の
人
生
が
そ
の
ま
ま
叙
述
さ
れ
て

い
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
ん
な
場
合
の
叙
述
解
釈
は
、
作
品
の
解
釈
と
し
て
は
誤

り
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
を
道
綱
母
の
実
人
生
の
理
解
に
ま
で
及
ぼ
す
と
誤
り

と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

（
23
）

と
い
う
問
題
意
識
で
「
花
の
場
面
」
と
「
月
の
場

面
」
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
場
面
に
お
け
る
実
際
面
の
把
握
は
通
説
と
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は
違
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
不
幸
感
が
前
面
に

出
る
よ
う
な
書
き
方
も
、
従
来
よ
り
以
上
に
意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
実
際
面
の
理
解
に
ま
で
及
ぼ

す
と
な
る
と
間
違
い
に
な
る
と
し
て
こ
こ
ま
で
批
判
的
に
引
用
し
て
き
た
通
説

や
従
来
の
説
は
、
逆
に
言
う
と
道
綱
母
の
意
図
し
た
叙
述
の
解
釈
と
し
て
は
正

し
い
場
合
も
あ
る
こ
と
も
、
繰
り
返
し
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
１
）『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
及
び
歌
番
号
は
、
柿
本
奨
氏
著
・
角
川
文
庫
『
蜻
蛉
日
記
』（
一
九

六
七
年
一
一
月
）
に
よ
る
。
傍
線
等
は
、
私
に
施
し
た
。

（
２
）
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
。
以
後
、「
新
典
社
新
書
41
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
拙
著
を

指
す
。

（
３
）「
な
り
ぬ
」
の
部
分
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
（『
桂
宮
本
蜻
蛉
日
記
〈
上
〉
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
』

笠
間
影
印
叢
刊
68
・
一
九
九
二
年
三
月
再
版
第
１
刷
に
よ
る
）
で
は
「
世
ふ
」
と
な
っ
て

い
て
意
味
が
通
じ
な
い
。「
よ
ふ
け
て
」「
よ
ふ
け
ぬ
」「
ふ
せ
り
」
な
ど
と
校
訂
す
る
説
が

出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
世
」
を
「
也
」
の
、「
ふ
（
婦
の
草
体
）」
を
「
ぬ
（
奴
の

草
体
）」
の
誤
写
と
み
る
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
解
環
』
以
来
の
説
が
通
説
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
に
従
う
べ
き
だ
と
考
え
る
。

（
４
）
51
番
歌
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
五
・
雑
一
・
869
番
（
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に

よ
る
）
に
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
注
釈
書
を
見
る
と
、
藤
本
一

恵
氏
著
『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
下
巻
』（
一
九
九
三
年
七
月
・
風
間
書
房
）
が
【
参
考
】
の

欄
で
「
月
の
場
面
」
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
時
分
、
兼
家
は
町ま
ち
の小こ
う
じ路
の
女
に
通
い
、
夜
離
れ
が
つ
づ
く
。
女
が
男
子
を
生
ん

だ
と
聞
い
て
、
夫
婦
仲
が
と
み
に
冷
え
切
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
後
の

文
章
に
は
、「
死
ぬ
る
も
の
に
も
が
な
」「
心
う
し
」「
胸
ふ
た
が
る
」「
見
る
に
目
く

る
る
心
地
ぞ
す
る
」「
心
づ
き
な
き
や
」
と
憤
懣
や
る
方
な
い
心
情
を
表
出
し
て
、

結
婚
後
最
初
の
難
関
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

引
用
さ
れ
て
い
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
語
句
の
う
ち
、
最
初
の
三
つ
は
「
出
産
の
場
面
」
に
、

次
の
「
見
る
に
…
…
」
は
「
仕
立
物
の
場
面
」
に
あ
る
。「
心
づ
き
な
き
や
」
に
一
致
す
る

も
の
は
こ
の
前
後
に
は
な
い
の
だ
が
、「
心
づ
き
な
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
「
憎
悪
表
白
」

中
と
そ
の
後
の
長
歌
（
58
番
）
の
直
前
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
藤
本
氏
の
解
説
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
解
釈
の
通
説
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。

（
５
）「
つ
れ
な
う
な
り
」
の
主
語
は
、
兼
家
と
と
る
説
と
、
二
人
と
も
と
と
る
説
に
分
か
れ
て

い
る
。

（
６
）「「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」「
例
の
つ
れ
な
う
な
り
ぬ
」」（『
日
記
文
学
の
成
立
と
展
開
』

（
一
九
九
六
年
二
月
・
笠
間
書
院
）「
第
一
部
　
古
代
の
日
記
文
学
　
第
二
章
『
か
げ
ろ
ふ

の
日
記
』
を
読
む
」）。
森
田
氏
の
論
に
は
後
に
も
言
及
・
引
用
す
る
が
、
す
べ
て
同
論
文

に
よ
り
、
そ
の
際
は
注
を
付
け
な
い
。

（
７
）
新編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
』（『
蜻
蛉
日
記
』
は
木
村
正
中
、
伊
牟
田

経
久
氏
担
当
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
・
小
学
館
）
も
、
46
〜
57
番
歌
に
つ
い
て
、「
こ
れ

ら
の
贈
答
の
模
様
を
通
し
て
感
じ
取
れ
る
の
は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
兼
家

の
作
者
に
対
す
る
気
持
が
い
く
ぶ
ん
好
転
し
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
―彼
―の
―町

―の
―小
―路
―の
―女
―へ
―の
―関
―心
―が
―し
―だ
―い
―に
―薄
―ら
―ぎ
―つ
―つ
―あ
―る
―様
―子
を
お
の
ず
か
ら
語
る
も
の
で
は
な

い
か
。」（
傍
線
は
引
用
者
、
注
（
20
）
で
言
及
す
る
）
と
言
う
。

（
８
）
日
本
の
文
学
古
典
編
８
『
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
八
六
年
九
月
・
ほ
る
ぷ
出
版
）
よ
り
。

（
９
）
46
番
歌
を
端
緒
と
す
る
三
首
の
贈
答
歌
の
場
面
の
発
端
は
次
の
通
り
。

い
か
な
る
折
に
か
あ
ら
む
、
文
ぞ
あ
る
。「
参
り
こ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
つ
つ
ま
し
う

て
な
む
。
た
し
か
に
『
来
』
と
あ
ら
ば
、
お
づ

く
も
」
と
あ
り
。
返
り
ご
と
も
す

ま
じ
と
思
ふ
も
、
こ
れ
か
れ
、「
い
と
情
な
し
。
あ
ま
り
な
り
」
な
ど
も
の
す
れ
ば
、

ほ
に
出
で
て
い
は
じ
や
さ
ら
に
お
ほ
よ
そ
の
な
び
く
尾
花
に
ま
か
せ
て
も
見
む
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（
46
・
道
綱
母
）

な
お
、
こ
の
辺
り
で
論
じ
た
こ
と
は
、「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
46
〜
48
番
の
贈
答
歌
を
中
心

と
し
た
記
事
の
考
察
―
道
綱
母
に
と
っ
て
の
和
歌
、
兼
家
と
の
贈
答
歌
―
」（『
言
語
文
化

研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
』
17
・
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
で
も
論
じ
た
。

（
10
）
57
番
歌
に
つ
い
て
は
、
和
歌
の
無
力
感
を
重
大
視
す
る
読
み
が
多
い
が
、
そ
の
必
要
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。
詳
細
は
、
53
〜
56
番
の
場
面
も
含
め
、
別
稿
で
論
じ
た
い
。

（
11
）
四
本
の
旧
稿
と
は
次
の
通
り
。

(¡)
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
最
初
の
引
歌
表
現
―
い
か
に
し
て
網
代
の
氷
魚
に
こ
と
問
は

む
―
」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
第
一
集
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
・

和
泉
書
院
。『
歌
語
り
・
歌
物
語
隆
盛
の
頃
―
伊
尹
・
本
院
侍
従
・
道
綱
母
達
の
人
生

と
文
学
―
』（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
・
和
泉
書
院
）
第
二
部
第
一
章
に
所
収
）。

(™)
「
兼
家
の
嘘
の
言
い
訳
を
求
め
る
道
綱
母
の
歌
語
り
享
受
―
道
綱
母
対
町
の
小
路
の

女
と
恵
子
女
王
対
好
古
女
―
」（『
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
』
14
・
二

〇
〇
六
年
一
二
月
）。

(£)
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
「
返
し
、
い
と
古
め
き
た
り
」
考
―
道
綱
母
と
兼
家
の
贈
答

歌
の
問
題
を
中
心
に
―
」（『
言
語
文
化
研
究
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
』
16
・
二
〇
〇

八
年
一
二
月
）。

(¢)

注
（
９
）
論
文
。

（
12
）『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』（
一
九
九
三
年
一
〇
月
・
至
文
堂
）「
第
五
章
　
日
記
文
学
に
お

け
る
和
歌
（
そ
の
２
）
―
女
か
ら
の
贈
歌
―
」、
並
び
に
、「
第
八
章

『
蜻
蛉
日
記
』
の

一
解
釈
―
「
な
ほ
も
あ
ら
じ
」
考
―
」
参
照
。
引
用
は
、
第
八
章
か
ら
。

（
13
）
兼
家
か
ら
の
手
紙
に
返
事
を
出
す
気
は
な
か
っ
た
の
を
侍
女
に
窘
め
ら
れ
て
歌
を
贈
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
こ
の
場
面
（
注
（
９
）
の
引
用
参
照
）
を
、
従
来
は
表
面
的
に
解
し
て
、

道
綱
母
の
機
嫌
は
損
な
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
の
見
方
が
強
い
が
、
私
の
考
え
は
違
う
。

兼
家
が
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
興
味
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
道
綱
母
の
機
嫌
は
直
り
か
け

て
お
り
、
実
は
兼
家
に
歌
を
贈
り
た
い
の
だ
が
侍
女
の
手
前
素
直
に
な
れ
ず
に
い
る
の
を

汲
み
取
っ
た
侍
女
が
、
窘
め
る
体
で
も
っ
て
返
事
を
促
し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
件
は
「「
若
き
御
心
（
心
地
）
に
」
考
―
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
の
侍
女
の
言
葉

―
」（『
解
釈
』
二
〇
〇
九
年
三
、
四
月
号
・
55
巻
３
、
４
号
・
二
〇
〇
九
年
四
月
）
で
論

じ
た
。

（
14
）
反
対
に
兼
家
か
ら
贈
歌
が
な
い
と
道
綱
母
は
機
嫌
を
損
ね
る
き
ら
い
の
あ
る
こ
と
を
旧
稿

(£)
(¢)
で
指
摘
し
た
。
特
に
15
・
16
・
18
・
23
番
歌
に
顕
著
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
花
の
場

面
」
の
直
前
の
46
〜
48
番
の
場
面
で
、
注
（
13
）
で
述
べ
た
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
の
は
、

あ
る
い
は
、
兼
家
か
ら
の
手
紙
に
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
不
満
も
関
係
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

（
15
）
秋
山
虔
、
上
村
悦
子
、
木
村
正
中
氏
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
28
巻
４
号
（
一
九
六
三
年

三
月
・
至
文
堂
）。
引
用
さ
れ
て
い
る
原
田
氏
の
「（
上
掲
論
文
）」
は
、
原
田
芳
起
氏
「
蜻

蛉
日
記
私
註(

二)

」（『
平
安
文
学
研
究
』
18
・
一
九
五
六
年
六
月
）
を
指
す
。
な
お
、

「
い
つ
て
し
ま
え．
ば
」
の
傍
点
部
は
、
原
文
で
は
「
へ
」
で
あ
る
。

（
16
）
注
（
14
）
で
触
れ
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
兼
家
か
ら
の
贈
歌
が
な
か
っ
た
点
に
道
綱
母
は

不
満
足
感
を
覚
え
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に

な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
程
に
道
綱
母
の
感
情
は
、
あ
る
い
は
、
二
人
の
仲
は
修
復

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
様
子
は
、
こ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
野
分
の
二
日
程
後
の
歌
合
戦

（
53
〜
56
番
）
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

（
17
）
柿
本
奨
氏
著
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
』（
一
九
六
六
年
八
月
・
角
川
書
店
）
を
指
す
。

以
下
、
同
じ
。

（
18
）
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
』（『
蜻
蛉
日
記
』

は
今
西
祐
一
郎
氏
担
当
、
一
九
八
九
年
一
一
月
・
岩
波
書
店
）
を
指
す
。

（
19
）
51
番
歌
を
載
せ
る
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
注
（
４
）
参
照
）
の
詞
書
「
入
道
摂
政
も
の
が

た
り
な
ど
し
て
ね
ま
ち
の
月
の
い
づ
る
ほ
ど
に
と
ま
り
ぬ
べ
き
―こ
―と
―な
―ど
―い
―ひ
―た
―ら
―ば
と
ま

ら
む
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ
り
け
る
」（
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
）

で
は
、
特
に
私
に
引
い
た
傍
線
部
か
ら
、
兼
家
は
歌
を
要
求
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
20
）
こ
の
後
の
57
番
歌
の
場
面
に
関
し
て
は
注
（
10
）
参
照
。
46
〜
57
番
歌
の
場
面
の
全
体

を
通
し
て
言
い
た
い
の
は
、
注
（
７
）
で
引
用
し
た
新編

日
本
古
典
文
学
全
集
の
傍
線
部
の

見
解
に
近
い
。
た
だ
傍
線
部
を
看
取
す
る
道
筋
は
、
私
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
57
番
歌
の
後
に
は
さ
ら
に
長
歌
の
贈
答
（
58
59
番
）
と
そ
れ

に
引
き
続
く
歌
の
遣
り
取
り
（
60
〜
64
番
）
が
あ
る
。
こ
こ
も
、
道
綱
母
は
、
兼
家
の
長

歌
の
出
来
映
え
・
内
容
面
な
ど
か
ら
し
て
満
足
で
き
な
か
っ
た
と
と
る
見
方
も
根
強
い
。

続
く
歌
の
遣
り
取
り
（
60
〜
64
番
）
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
道

綱
母
は
、
兼
家
か
ら
と
に
か
く
長
歌
の
返
歌
が
あ
っ
た
こ
と
に
満
足
し
、
穏
や
か
な
気
持

ち
で
60
〜
64
番
歌
も
遣
り
取
り
さ
れ
た
と
私
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
宮
崎
莊
平
氏
が
「
蜻

蛉
日
記
上
巻
の
長
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
論
叢
王
朝
文
学
』
一
九
七
八
年
一
二
月
・
笠
間
書

院
）
で
展
開
し
た
、
兼
家
の
長
歌
の
あ
と
に
「
と
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た

論
考
（
新
典
社
新
書
41
の
第
二
の
観
点
と
繋
が
る
）
の
結
論
に
従
う
べ
き
だ
と
考
え
る
の

だ
が
、
こ
れ
も
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。

（
21
）
同
様
の
「
な
が
ら
」
の
例
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
中
に
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
最
も
似
通
っ
て

い
る
の
は
、
中
巻
冒
頭
九
六
九
年
元
旦
の
記
事
の
中
に
あ
る
「
…
…
と
い
ふ
を
聞
き
て
、

は
ら
か
ら
と
お
ぼ
し
き
人
、
ま
だ
臥
し
―な
―が
―ら
、
物
き
こ
ゆ
。」
で
あ
ろ
う
。

（
22
）
具
体
的
内
容
を
欠
い
て
町
の
小
路
の
女
に
触
れ
て
い
る
所
と
し
て
、
九
五
六
年
の
桃
の
節

供
の
翌
日
の
姉
夫
婦
と
の
交
流
と
別
居
す
る
姉
と
の
別
れ
を
描
く
場
面
の
間
の
「
か
く
て
、

今
は
こ
の
町
の
小
路
に
、
わ
ざ
と
色
に
出
で
に
た
り
。
…
…
」
が
あ
る
。
町
の
小
路
の
女

に
関
し
て
具
体
的
に
記
す
程
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
な
か
っ
た
か
思
い
出
せ
な
か
っ
た
か
い
ず

れ
か
な
の
だ
が
、
町
の
小
路
の
女
よ
り
姉
（
夫
妻
）
に
焦
点
の
中
る
前
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
中
で
も
、
町
の
小
路
の
女
の
た
め
に
嘗
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
辛
酸
を
強
く
示
唆
し
た
く

て
、
具
体
性
を
欠
き
な
が
ら
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
間
に
挟
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る

と
、
こ
れ
も
町
の
小
路
の
女
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
幸
は
目
立
つ
よ
う
に
記
そ
う
と

す
る
姿
勢
か
ら
く
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
23
）
新編

日
本
古
典
文
学
全
集
（
注
（
７
）
参
照
）
が
「
月
の
場
面
」
で
、「
―兼
―家
―は
―は
―じ
―め
―か
―ら

―そ
―れ
―ほ
―ど
―強
―く
―出
―て
―行
―く
―つ
―も
―り
―で
―は
―な
―か
―っ
―た
―で
―あ
―ろ
―う
―が
、
作
者
の
「
い
か
が
せ
む
…
」

の
歌
が
兼
家
を
無
理
に
引
き
と
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
逆
に
彼
女
の
気
持
が
い
た
わ
し

く
感
じ
ら
れ
て
と
ど
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
書
き
な
さ
れ
て
い
る
。」（
傍
線
等
は
引
用
者
）

と
解
説
し
て
い
る
の
は
示
唆
に
富
む
。
特
に
傍
線
部
や
波
線
部
か
ら
す
る
と
、
実
際
は
傍

線
部
の
ご
と
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
道
綱
母
の
歌
に
よ
っ
て
兼
家
は
出
掛
け
る
の
を
や
め

た
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
あ
た
か
も
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
叙
述
し
て
あ
る
と
い
う
の

で
は
な
い
か
。

（
補
注
）「
め
ざ
ま
し
…
…
」
の
指
す
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
欠
文
部
の

養
女
問
題
攷
―
養
女
問
題
執
筆
削
除
の
可
能
性
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
第
十
一
集
』

二
〇
〇
三
年
一
一
月
・
新
典
社
）、「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
欠
文
部
の
養
女
問
題
・
続
攷
―

養
女
問
題
執
筆
削
除
説
に
お
け
る
上
巻
前
半
部
の
主
題
を
中
心
に
」（『
古
代
中
世
文
学
論

考
第
十
六
集
』
二
〇
〇
五
年
一
一
月
・
新
典
社
）
で
検
討
し
た
。
と
も
に

(¡)
の
拙
著
第
一

部
Ⅲ
第
一
章
に
所
収
。

―
つ
つ
み
・
か
ず
ひ
ろ
、
徳
島
大
学
大
学
院
ソ
シ
オ
・
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
部
准
教
授
―
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