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応
和

二
年
五
月

の
贈
答
歌

-
『
蜻

蛉

日

記

』

66

・
67

・
68

・
70

番

歌

の
解

釈

i

後

藤

康

文

『
蜻
蛉

日
記
』
上

巻

に
は
、
応
和

二
年
五
月
か
ら
六
月

に
か
け

て
、
醍
醐
天

皇
皇
子
章
明
親
王
と
藤
原
兼
家

と
が
と

り
か
わ
し

た

一
連

の
詠
作
が
収
め
勧
地

て
い
る
。
本
稿

の
目
的
は
、

そ
の
前
半
部
分
を
構
成
す

る
66

・
67

・
68

・
70
番

(注
2
)

歌

の
解
釈
を
再
検
討

す
る

こ
と
に
あ
る
。
底
本

に
は
書
陵
部
蔵
桂
宮
本

を
用

い

る
が
、
直
接
考
察

の
対
象

と
し
な
い
部
分

は
あ
ら
か
じ
め
整
定
し
た
形

で
引
用

す
る
。
ま
た
、
論
中

に
お
け
る
諸
注

の
略
称

は
、
上
村
悦
子
著

『
蜻
蛉

日
記
解

(注
3
)

釈
大
成
』

(昭
58
～

明
治
書
院

刊
)

の
そ
れ

に
し
た
が

っ
た
。

本

文

少
納
言

の
年

経

て
、
四

つ
の
品

に
な
り
ぬ
れ
ば
、
殿
上
も
お
り

て
、
司
召

に
、

い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の
の
大
輔
な

ど
い
は
れ

ぬ
れ
ば
、
世

の
中
を
い
と
う
と
ま

し
げ

に
て
、

こ
こ
か
し
こ
通

ふ
よ
り
ほ
か

の
あ
り
き
な
ど
も
な
け
れ
ば
、

い
と

の
ど
か
に

て
、

二
三
日
な

ど
あ

り
。
さ

て
、
か

の
心
も
ゆ
か
ぬ
司
の
か
み
の
宮

よ
り
、

か
く

の
た
ま

へ
り
。

65
乱

れ
糸

の

つ
か

さ
ひ
と

つ
に
な
り

て
し
も
く
る

こ
と

の
な
ど
絶

え
に
た
る

ら
む

御

か

へ
り
、

66
た
ゆ
と
い

へ
は
い
と
そ
か
な
し
き
き
み

に
よ
り
お
な
し

つ
か
さ
に
く
る
か

ひ
も
な
く

ま
た
、

た
ち
か

へ
り
、

67
な

つ
ひ
き

の
い
と

こ
と
わ
り
や
ふ
た
め
み
め
よ
り
あ
り
く
ま
に
ほ
と
の
ふ

る
か
も

御

か

へ
り
、

68
な

・
は
か

り
あ
る
も

こ
そ
あ
れ
な

つ
ひ
き
の
い
と
ま
や
は
な
き

ひ
と
め
ふ

た
め

に

ま
た
、
宮

よ
り
、

69
君
と

わ
れ
な

ほ
し
ら
糸

の
い
か

に
し

て
憂
き
ふ
し
な
く
て
絶

え
む
と

そ
思

ふ

ふ
た
め
み
め

は
、
げ

に
少
な
く
し

て
け
り
。

忌
あ
れ
ば
、

と
め

つ
」
と

の
た
ま

へ
る
、
御
か

へ
り
、

70
よ
を
ふ
と

て
ち
き
り
を
き
て
し
中
よ
り
は
い
と

・
ゆ

・
し
き

こ
と
も
み
ゆ

ら
む

と
き

こ
え
ら
る
。
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一

66

・
67
番
歌

の
解
釈

応
和

二
年

(2飾
)
正
月
七

日
、
藤
原
兼
家

は
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
る
と
と
も

に
、

そ
れ
ま

で
勤
め
た
少
納
言

の
職
を
離
れ
殿
上
を
下
り
た
。

そ
し
て
、
同
年

五
月
十
六

日
に
は
、
兵
部
省

の
次
官

で
あ
る
兵
部
大
輔

に
任

じ
ら
れ
る
が

(以

上

『
公
卿
補
任
』
)
、

こ
の
官
が

「正

五
位

下
相
当

の
官
だ
か

ら
従

四
位
下

の
兼

家
と
し

て
は
不
満

で
あ
」

(
『全
評
解
』
)

っ
た
た
あ

か
、
「
出
世

コ
ー

ス
で
な

い

ポ

ス
ト
」
(『
対
訳
』
)
で
あ

っ
た
た
め
か
、
兼
家

は
腐
り
き

っ
て
引
き
籠
り
が
ち

に
な
る
。

そ

こ
へ
、

「心
も

ゆ
か
ぬ
司

の
か

み
の
宮
」
章
明
親
王
か
ら
、
「
今
ま

で
勤
務

が
別

々
だ

っ
た
我

々
が
せ

っ
か
く
同
じ
役
所
勤
め

に
な

っ
た
と

い
う

の

に
、
ど
う
し
て
出
仕
が
と
だ
え

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
」
と
い
う
意

の

歌

(
65
番
歌
)
が
届
け
ら
れ
た
。

66
番
歌

は
こ
れ

に
対
す
る
兼
家

の
返
歌

で
、
そ

の
歌
意

は
概

ね
次

の
よ
う
に

理
解
さ
れ

て
き
た
。

絶
え
る
な
ど
と
お

っ
し

ゃ
い
ま
す
と
、
ほ
ん
と
う
に
悲

し

ゅ
う
ご
ざ

い
ま

す
。
宮

さ
ま
を
頼

り

に
同

じ
役
所

に
来
た
か

い
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん

の
で

(『
全
集
』
)

さ
し
あ
た
り
無
難

な
解
釈

で
あ

り
、

こ
れ
で
十
分
と

い
え
ば
十
分
な

の
か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
、

こ
う
解

し
た
だ
け

で
は
こ
の

一
首
、
内
容
的

に
平
板

で

な
に
や
ら
も
の
た
ら
ぬ
歌

だ
と
い
う
印
象
を
免
れ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
実

は
、

も
う
少

し
踏

み

こ
ん
だ
解
釈

の
余
地

が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

そ

こ
で
、

あ
ら
た
め
て
こ
の
歌
が
詠

ま
れ

た
時

の
情
況
を
思

い
起

こ
し

て
み

た
い
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
頃

の
兼
家

の
心

は
、
自
分
が
兵
部
大
輔
と

い
う
割

に

合

わ
な

い
役
職

に
ま
わ
さ
れ
、
冷
遇
さ
れ
た
と

の
思

い
で
い

っ
ぱ

い
だ

っ
た
は

ず

で
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
直
属

の
上
司

で
あ

り
ま

た
か
ね

て
親
し

い
間
柄

で

も
あ

っ
た
章

明
親
王

か
ら
出
仕
を
促
す
歌

が
贈
ら
れ
た

の
を
機

に
、
兼
家

の
腹

に
た
ま

っ
た
不
満
が
全
く
吐
露
さ
れ
な
か

っ
た
は
ず
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

66
番
歌
を
、

こ
う
し
た
視
点
か
ら
再
検
討
し

て
み
る
と
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

す

る
と
、
筆
者

に
は
、
初
め

に
呈
示
し
た
日
記
本
文

中

の

「
い
と
ね
ぢ
け
た
る

も

の
の
大
輔
な
ど

い
は
れ
ぬ
れ
ば
」
と

い
う
箇

所
と
、

こ
の
歌

の
初
句

と
が
重

な

っ
て
見
え

て
く
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
か
な
り
思

い
切

っ
た
提
案

だ
が
、

要

す

る
に
、
兼
家

の
歌

の

「
た
ゆ
」

に
は

「大
輔
」

が
掛

け
ら
れ

て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の

で
あ
る
。

「
大
輔
」

の
音

は
本
来

「
タ
イ

フ
」

で
あ
る
が
、
後

に
は

「
タ

ユ
ウ
」
と
読

(注

5
)

ま
れ
る
よ
う
に
な

る
。

そ
し

て
、

そ
の
音
韻
変
化
は
お
そ
ら
く

「
タ
イ

フ
」
↓

「
タ
イ
ウ
」
↓

「
タ

ユ
ウ
」
と

い
う
過
程
を
辿

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
が
、

い

つ
頃

「
大
輔
」

が

「
タ

ユ
ウ
」
と
発
音
さ
れ
る
段
階

に
は

い

っ
た
か
は
明
確

に
し
が
た
い
。

い
わ
ゆ

る

"
ハ
行
転

呼
"
現
象

は
、
「
十
世
紀
末

ま

で
は
個
別
的
音
韻
変
化

で

(注

6
〉

あ

っ
た
が
、
十

一
世
紀
初
以
後
、
普
遍
的
音
韻
変
化
と
な

っ
た
」
と
さ
れ
、
ウ

・

フ
の
混
乱

に

つ
い
て
は
、
貞
元
元
年

(
679
)
頃
加
点

の
醍
醐
寺
本

『法
華
経
釈

文
』

に
見
え

る

「
種

ウ
フ
ル
」

・

「
栽
也

ウ
フ
ル
」

の
二
例

が
そ

の
早

い
時
期

(注
7
)

の
も

の
と
し

て
報
告
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
を
考
慮

に
入

れ
る
と
、
応
和

二
年

(296
)
当
時
す

で
に
、
個
別
的

に
せ
よ

「大
輔
」

が

「
タ
イ
ウ
」

と
発
音

さ
れ

た
場
合

も
あ

っ
た
と
想
定

す
る
と
こ
ろ
ま

で
は
、
あ
な

が
ち
無
暴
と

は
い
え
ま

い
。問

題

は

「
イ
ウ
」
↓

「
ユ
ウ
」

の
ウ
段
拗
長
音
化
現
象

の
実
態

で
あ
る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
は
、

「
お
お
む
ね
中
世
末
期
頃

ま

で
に
完
了

し
て
い
た
と
考
え

(注
8
)

ら

れ

る
」

も

の

の
、

「
『
イ

・
ウ
』

と

わ

っ
て
発

音

さ

れ

て

い
た

も

の
が

、

全

般
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的

に
何
時
頃
か
ら
今
,
日

の
よ
う
に
拗
長
音
化

し
た
か

は
、
裏
付
け
る
資
料
が
少

(注
9
)

な
く
、
そ

の
推
定
は
な
か
な
か
困
難

で
あ
る
」
と

さ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
音
韻

史

の
通
念

で
は
、
や
は
り
中
世

に
は
い

っ
て
か
ら
起

こ

っ
た
現
象
と
見
る

の
が

(注

10
)

妥
当
な
と

こ
ろ
ら
し
く
、
今

日
訓
点
資
料

の
上

で
そ
の
最
も
早

い
例
と
し

て
報

告
さ
れ

て
い
る

の
も
、

承
久

三
年

(
122
)
加
点
清
原
本

『
御
注
孝
経
』

に
お

い

ー

(注
H
)

て

「
琶
フ
」
を

「
ユ
ウ
」

と
記
し
た
例

の
よ
う
で
あ

る
。

し
か
し
、
表
記
は
発
音

の
実
相
を
必
ず
し
も
十
全

に
伝
え
る
も

の
で
は
な

い

し
、

い
わ
ゆ
る

"か
な
つ
か
い
"
意
識

の
問
題
も
絡

ん
で
く
る
。
だ
か
ら
、
表

記

の
上

で
あ
る
発
音

を
忠
実

に
映

し
た
徴
証
が
現
わ
れ
る
よ
り
以
前
に
、

実
際

に
そ

の
発
音
が
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
否
定
し
去
る

こ
と
は

で
き
な

い
。

さ
ら

に
、
「
イ
と

ウ
と

の
む
き
だ
し
な
結
合
」
が

「
日
本
語

の
音
韻
体
系

の
そ

の

特

質

に
も
と
る
不
安
定
な

も
の
で
あ

る
」
と
す

る
な
ら
ば
、
「
タ
イ

フ
」
が

「
タ

イ
ウ
」

に
変
化

し

て
か
ら
実
際

の
発
音
上

「
タ

ユ
ウ
」
と
な
る
ま
で
に
は
、

あ

る
い
は
、

そ
れ
ほ
ど
時
間
を
必
要
と
し
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

今

か
り
に
、
応
和

の
頃
早

く
も

「
大
輔
」
を

「
タ

ユ
ウ
」
と
発
音
す

る
場
合

も
あ

っ
た
と
仮
定
し

て
み
る
と
、

こ
と
が
も
と
も
と
朗
調
性

を
有
す

る
和
歌

に

関
わ

っ
て
い
る
上

に
、

当
時
は
ま
だ

「母
音

の
長
短
意
識
が
、

か
な

り
曖
昧

(注
13
)

だ

っ
た
」

と
も

い
わ
れ

る
か
ら
、
「
た
ゆ
」
と

「
大
輔

(
タ

ユ
ウ
)
」
と

は
立
派

に
掛

け
詞

と
し
て
通
用
し
た

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま

た
、
「
タ
イ
ウ
」
の
段
階

で

あ

っ
た
と
し

て
も
、
掛
け
詞
が
元
来
音
韻

的
に
は
か
な
り
柔
軟
性
を
も

つ
言
語

遊
戯

で
あ

る
こ
と
、
及
び
66
番
歌
が
詠
作

さ
れ
た
情
況
等
個
別
的
な
事
情
を
も

考
慮
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
当
事
者

間

で
は
、

こ
の
両
語
、
掛
け
詞
と
し

て
十

分
理
解
さ
れ
え
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

あ
と
は
国
語
学
的
見
地
か
ら
の
批
判
を
侠

つ
ほ
か

は
な

い
が
、
と
り
あ
え
ず

以
上

の
考
え
を
66
番
歌

に
当

て
は
め
て
解
釈
し

て
み
る
と
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う

か
。
表

の
意
味

は
諸
注

の
ご
と
く

で
よ

い
が
、

そ
れ

に
加
え

て
、
次

の
よ
う
な

裏

の
意
味

が
浮

か
び
あ

が
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
た
び
私

に
与

え
ら
れ
た
役
職
が
、
左
遷

に
等
し

い
兵
部
大
輔
だ

と
い

う
の
で
、

た
い
そ
う
悲
し

い
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

あ
な
た
様

の
お
か
げ

で

同
じ
役
所

に
配
属

さ
れ
た

の
は
喜
ば
し

い
こ
と

で
す
が
、

こ
れ
で
は
そ
の

か
い
も
な
く
思

わ
れ
ま
す
。

兼
家

は
、
宮

の
歌

に
見
え

た

「
た
え

(3
た
ゆ
)
」
と
い
う
語

を
巧
み
に
捉

え
、

見
事

に
掛

け
詞
と
し

て
利
用
し
た
。
そ
し

て
、
自
ら

の
不
遇
感
を
相
手

に
訴

え

て
同
情
を
求
め
、
出
仕
を
怠
り
が
ち
な
現
状
を
申

し
開

い
た
の
で
あ

る
。

つ
づ

く
67
番
歌

の
内
容
を
検
討
し
直
し

て
み
る
と
、

こ
の
こ
と

は
い

っ
そ
う

は

っ
き

り
す

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ

の
67
番
歌

は
、
先

の
兼
家

の
歌

に
宮
が

応

じ
た
歌

で
あ
り
、
諸
注

の
解
釈
は
、

出
仕

が
な

い
の
は
、
ご
も

っ
と
も
。

二
人
三
人

と
隠

し
妻

の
も
と
を
寄
り

歩

い
て
い
る
う
ち

に
、
時
が
経

っ
て
し
ま
う
の
だ

ろ
う
。

(『
集
成
』
)

と
い
う
線

で
ほ
ぼ

一
致
し

て
い
る
。

こ
こ
で
再
考
を
要
す

る
の
は
、

こ
の
歌

の

第

二
句

「
い
と

こ
と
わ
り
や
」
が

い

っ
た
い
何
を
受

け
て
い
る
の
か
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。
諸
注
は
、
兼
家
が
漁
色

に
い
と
ま
な
く

て
出
仕

で
き
な

い
の
だ
と

い
う
宮

の
付
度
、

つ
ま
り
同
歌
第

三
句

以
下

の
内
容
を
受
け

る
と
見
な
し

て
い

る
よ
う

で
あ
る
が
、

こ
れ

で
は

一
首

の
構
造

に
忠
実
な
読
解
と
は

い
え
ず
、
し

た
が
え
な

い
。
ち
な
み
に
、
宮

の
歌

の
構
造
を
簡
潔

に
示
せ
ば
、

」じ
ハ
[
初
二
句
]
。
ソ
レ
デ

[圓

…]
。

と
な
る
は
ず

で
あ
り
、
右

の

」じ
に
該
当
す

る
も

の
は
、
兼
家

の
66
番
歌

の
内
容

(注
15
)

以
外

に
な
い
こ
と

が
知

ら
れ

よ
う
。

と

こ
ろ
が
、

こ
こ
で
そ
の
66
番
歌
を
従
来
ど
お
り
に
解

し

て
い
た
の
で
は
、

67
番
歌

の
歌
意
も
、

「
あ
な
た
が
、

私

に

『
絶
え
た
』

と

い
わ
れ
て
悲
し

い
と
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お

っ
し

ゃ
る
の
も
道
理
。
そ
れ

で
、

二
人

三
人

と
女

の
間
を
寄
り
歩

い
て
い
る

う
ち

に
、
時

間
が
経

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け

で
す
な
あ
。」
と

い
う
、
な
ん
と
も
ち

ぐ

は
ぐ
な
も

の
と
な
り

は
し
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
点
か

ら
も
、

67
番
歌

の

「
い
と

こ
と
わ
り
や
」
は
や
は
り
、
66
番
歌

の

「
た
ゆ
」
に
暗
示

さ
れ
た

「
(兵

部
)
大
輔
」

の
意
を
読

み
と

っ
た
上

で
発
せ
ら
れ
た
言
辞

と
考

え
る
必
要
が
あ

り
、

こ
れ
を
兼
家

の
歌

に
表
わ
れ
た
彼

の
挫
折

感
、

不
遇
感

を
酌

ん
で
肯
定
納

得
し
た
宮

の
言
葉
と
解
し

て
こ
そ
、

一
首

の
真
意

が
は
じ
め

て
理
解
さ
れ
る

に

至

る
の
で
あ

る
。
畢
寛
、
宮

の
67
番
歌

は
、
次

の
よ
う

に
解
釈
す

べ
き

で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

兵
部
大
輔

と
い
う
パ

ッ
と
し
な

い
役
職

に
任
じ
ら
れ
、
あ
な
た
が
傷

つ
い

て
い
ら

っ
し

ゃ
る
と
い
う
の
も
、
ま

っ
た
く
ご
も

っ
と
も
な
話
。
そ
れ

で
、

憂

さ
晴

ら
し
に
二
人
三
人
と
女

の
間
を
め
ぐ
り
歩

い

て
し
け
こ
ん

で
い
る

う
ち

に
、
出
仕
が
滞

っ
て
し
ま

っ
た
と

い
う
わ
け

で
す

な
あ
。

章
明
親
王

は
、
自
作

の
初
二
句

で
兼
家

の
心
中

を
察

し
同
情
ー

お

そ
ら
く

は
衷
心

よ
り
の
ー

を
示
し
た
あ
と

で
、
第

三
句

以
下

に
お
い
て
は
、

一
転
彼

の
怠
勤

ぶ
り
を
皮
肉

っ
ぼ
く
ち

ゃ
か
し
て
い
る

の
で
あ

る
。

以
上
、

66
番

・
67
番

の
両
歌

は
、

こ
の
よ
う
に
相
補

っ
て
読
み
解
く

こ
と
に

よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
真
意

が
明

ら
か

に
さ
れ

る
も

の
と
感
じ
ら
れ
る
。

二

68
番
歌
の
解
釈

つ
づ
く
68
番
歌

の
解
釈

の
ポ

イ
ン
ト
は
、

ひ
と
え
に
そ

の
第

二
句

に
あ
る
と

い
え
る
。
最
初

に
、
従
来

の
主
要
な
見
解
を
整

理
し
て
掲
げ
、

そ
れ
ぞ
れ

に

つ

き
簡
単
な
批
判
を
試

み
る
。

ω

「
あ

り
も

こ
そ
あ
れ
」
と
改
訂
す
る
説
…

『大
系
』

・

『
全
講
』

・

『
注

解
』

・

『新
注
釈
』

・

『
全
評
解
』
等

②

「
あ
り
も

こ
そ
す
れ
」
と
改
訂
す

る
説

・:
『
全
注
釈
』

・

『全
集
』

・
『
全

訳
注
』

・

『
対
訳
』

・

『
集
成

』
等

ど

の
注
釈
書
も
、
本
文
を
改
め
ざ
る
を

え
な

い
と
判
断
し

て
い
る
点

で

一
致

す

る
が
、
ま
ず
は
①

の
案
に

つ
い

て
み
る
こ
と

に
し

よ
う
。

こ
の
考
え
方
は
、

動
詞

「
あ
り
」
を
二
度
重

ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
兼
家
自
身
が
七
人

(
口
多
数
)

も

の
妻
妾

を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
誇
示
強
調
し
た
表

現
と
解

し
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
強

調
形

と
し

て
の

「あ
り
も

こ
そ
あ
れ
」
は

い
か

に
も
不
自
然

な
形

で
あ
り
、

お
そ
ら
く

は
他

に
例
を
見
な

い
表
現

で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

あ
え

て
こ
の
方
向

で
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
、

・

神
無
月
時
雨
と
と
も

に
神
奈
備

の
森

の
木

の
葉

は
降

り
に
こ
そ
降
れ

(
『後
撰
集
』
娚

・
よ
み
人
し
ら
ず
)

い
の
ち
あ
ら
ば
い
か
さ
ま
に
せ
ん
世
を
し
ら

ぬ
虫
だ

に
秋

は
な
き

に
こ
そ

な
け

(『
千
載
集
』
鰯

・
和
泉
式
部
)

な
ど

の
歌

に
見
ら
れ

る
強
調
形

に
倣

っ
て
、
「
あ
り

に
こ
そ
あ
れ
」
と
改
訂

す

べ

き

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
も

っ
と
も
、
理
屈

の
と

で
は
考
え
う
る

「
あ
り
に
こ

そ
あ
れ
」

の
句
形
も
、
現
在

の
と

こ
ろ
実

例
と
し

て
管
見

に
は
い

っ
て
は
い
な

い
。次

に
②

の
案

に

つ
い
て
。
こ
ち
ら
の
場
合
、
「
あ
り
も

こ
そ
す
れ
」
と

い
う
言

葉

の
形
自
体

に
は
何
ら
問
題
は
な
い
が
、
今
度

は
解
釈

の
面

で
、
ど
う

に
も
納

得

で
き
な

い
結
果
を
将
来

す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。
今

は

「
も

こ
そ
」

の

意
味
自
体

に

つ
い
て
詳
述
し

て
い
る
余
裕

も
な

け
れ
ば

そ
の
用
意
も
な

い
が
、

「
あ
り
も

こ
そ
す

れ
」

と
い
う
表
現

に
限

っ
て
い
え
ば
、
必
ず
未
来

に
属
す
る

事
柄
を
多
く
は
危
惧

の
念

を
包
含
し

て
予
測
す

る
い
い
方

で
あ
る

こ
と
に
間
違

い
は
な
く
、
そ
の
場
合

68
番
歌

の
初

二
句

は
、
「
七
人

(
=
多
数
)
の
妻
妾

が
将
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来

で
き

る
と
大
変
だ
」
、
ま
た
危
惧
を
含
ま
な

い
例

と
解

し

て
も
、
「
七
人

(
=

多
数
)
の
妻
妾
が
将
来

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
の
意

に
な
る
は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、
②

の
案
を
採

っ
た
諸
注
は
、
「
は
ば
か
り
さ
ま
、
七
人

ほ
ど
、
い
や
、

た
く
さ
ん
、
お
り
ま
す

の
で
…
。
」

(
『全
注
釈
』
)
、

「夏
引

の
糸

の
七

は
か
り
、

そ
れ

ほ
ど
多
く

の
妻

が
お
り
ま
す

の
に
」
(
『全
集
』
)
、
「
イ
ヤ
イ
ヤ
実
は
七
人
ば

か
り
も
妻
が
ご
ざ

い
ま
し

て
。
」

(『
全
訳
注
』
)
、
「
妻

は
七
人
ば
か
り

は
あ
り
ま

す

の
に
。
」

(『対

訳
』
)、

「揮

り
な
が
ら
、
夏
引

の
糸

は
七
ば
か
り
ー

そ
れ
ほ

ど
沢
山

の
妻

が
お
り
ま
す
。
」

(『
集
成
』
)

と
、

揃

っ
て
現
在

の
兼
家

の
状

態

i

そ
れ
が
事
実

か
否
か

は
と
も
か
く
ー

を
述

べ
た
も

の
と
解
し

て
お
り
、

こ
れ
は
文
法
上
許

さ
れ
な

い
解
釈

で
は
あ

る
ま
い
か
。
ま
た
、

こ
れ
ら
と
は
別

に
、
「
も

こ
そ
」
の
語
義

を
追
究

し
た
松
尾
聡
氏

は
、
こ
の
歌
を
次

の
よ
う

に
読

(注
16
)

解

し
て
い
る
。

(
ア
ナ
タ
ノ
ォ
詞

ニ
ト

ッ
テ
グ

ア
イ
ガ

ワ
ル
イ

コ
ト
デ

ス
ガ
)
将
来

ハ
私

ニ
ハ
七
人
グ

ラ
イ
妻
ガ

ア
ル
事

モ
キ

ッ
ト
ア
リ

マ
ス
ヨ
。
タ
カ
ガ

一
人

ヤ

、
一人

ノ
妻

デ
暇
ガ
無
イ
事
ガ

ア
ル
モ
ノ
デ
ス
カ

い
わ

ゆ
る

"危
惧

の

「
も

こ
そ
」"
に

の

っ
と
ろ
う
と
し
た
解
釈
だ

が
、
こ
の

解
も
、
筆
者

に
は
全
く
釈
然
と
し
な
い
思
い
を
募

ら
せ
る
ば
か

り
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ま

で
の
解

釈
が
す

べ
て
認
め
が
た
い
も

の
で
あ

る
と
す

る
な
ら
ば
、

こ

の
歌
は
ど

の
よ
う
に
解

き
直

す

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見

に
よ
れ
ば
、
諸

注

の
第

一
の
蹟
き
は
、
第

二
句

の
本
文
を
強

い
て
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

考

え
た
点

に
あ

っ
た
。
虚
心

に
見
直
す

に
、

こ
の
歌

の
第
二
句
は

「
あ
る
も
こ

そ
あ
れ
」

の
ま
ま

で
よ
い
の
で
あ

る
。

第

二
句

に

「
も

こ
そ
あ
れ
」
と

い
う
語
形
を
含
み
、
下

の
句
が
反
語
表
現
を

と
る
ー

つ
ま
り

そ
の
点

で

『
蜻
蛉
日
記
』
68
番
歌

と
同

じ
構
造
を
も

つ
ー

同
時
代

の
歌

に
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

68
番
歌
を
正

し
く
解
釈
す
る
上

で

大
き
な
手
掛
り
を
与

え

て
く
れ
る
。

d
か
く
咲
け
る
花
も

こ
そ
あ
れ
我

が
た
め
に
お
な
じ
春
と

や
い
ふ

べ
か
り
け

る

(『
大
和
物
語
』
37
段
)

回

ひ
と
り
ぬ
る
人

も

こ
そ
あ

れ
ひ
と

つ
が

ひ
な
く
な
る
鴛
鴛

の
声
や
か
な
し

き

(『
長
能
集

』
蜘
)

ま
た
、

や
や
時
代

は
下

る
が
、

ハ
思

ひ
し
る
人
も

こ
そ
あ
れ
あ
ぢ
き
な
く

つ
れ
な
き
恋

に
身
を
や
か

へ
て
む

(『
後
拾

遺
集
』

鰯

・
小
弁
)

と
い
う
歌

や
、
当

の

『
蜻
蛉

日
記
』

に
、
下

の
句

の
本

文

に
問
題
を
残

す
も

の

の
、

ー

(す
)

ニ
千
年
経

る
松
も

こ
そ
あ
れ

ほ
ど
も
な
く
越
え

て
は
か

へ
る
ほ
ど
や
遠

か
る

(下
巻

・
天
延

二
年
十

二
月
)

と

い
う
作

が
あ
る

の
も
参
考

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
歌

に
用
い
ら
れ

た

「
も

こ
そ
」

は
、
す

べ
て
現
在

の
共
時
的

・
確
定
的

事
実

を
強

調
す
る
機
能

を
は
た
し
て
お

り
、
詳

し
く
分
析
す
れ
ば
、
「も
」
(
並
列
)

+

「
こ
そ
」

(強
意
)
と
説
明
す

る

の
が
適
当
な
語
法
と

い
え
る
。
さ
ら

に
、
「
こ
そ
あ
れ
」
は
下
文

に
逆
接

の
意
を

含
ん

で
か
か

っ
て
行

く
性
質

を
帯
び

る
た
め
、
こ
れ
ら

の

「も

こ
そ
あ

れ
」
は
、

や
や
諄
く
訳

す
る
な
ら
ば

「
ソ
ウ
デ
ナ
イ
×
×
×
モ
ア
ル

一
方

デ
、
世
聞

ニ
ハ

現

二
〇
〇
〇
ナ

×
×
×
ダ

ッ
テ
ア
ル
ト
イ
ウ
ノ

ニ
」
く
ら

い
に
、
簡
単

に
い
え

ば

「
ダ

ッ
テ
ア
ル
ト
イ
ウ
ノ

ニ
」

の
意
と
な
る
。
今
各
例

に
即
し

て
そ

の
解
釈

を
示

せ
ば
、
お

よ
そ
左

の
よ
う

に
な
ろ
う
。

d

〔私

の
よ
う

に
う
だ

つ
の
あ
が
ら
な

い
人
間

(=
咲

か
な
い
花
)

も
あ
る

一
方

で
〕
世
間

に
は
現

に
こ
う
し

て
栄
達
を
と
げ
る
人
間

(11
咲
く
花
)

だ

っ
て
い
る
と

い
う

の
に
、
私

に
と

っ
て
こ
の
春
を
同

じ
春
と

い
え
よ
う

か
、

い
や
と

て
も
い
え
な
い
。

一42「



e

〔共
寝

を
し

て
い
る
人
間
も
あ

る

一
方

で
〕
世

間
に
は
現

に
独

り
寝
を
し

て
い
る
人
間
だ

っ
て
い
る
と

い
う

の
に
、

ひ
と

つ
が
い

で
鳴

い
て
い
る
鴛

鴛

の
鳴
き
声
が
哀
切

に
聴

こ
え
る
な
ん

て
こ
と
が
あ

ろ
う
か
、
あ
り

は
し

な

い
。

ハ

〔私

の
切
な

い
気

持
ち

を
少

し
も

理
解
し

て
く
れ
な

い
人

も
あ

る

一
方

で
〕
世
間
に
は
現
に
わ
か

っ
て
く
れ
る
人
だ

っ
て
い
る
と

い
う

の
に
、
か

い
も
な
く

つ
ら
い

こ
の
恋

の
た
め

に
、
(簡
単

に
)
出
家
し

て
し
ま

っ
て
も

(注
17
)

よ
い
も

の
だ
ろ
う
か
、

い
や
い
け
な

い
。

ニ

〔そ
う

で
な
い
松
も
あ

る

一
方

で
〕
世
間

に
は
現

に
千
年
も
の
時

を
経

過

す

る
松
だ

っ
て
あ
り
ま
す

の
に
、
私
が

ほ
か

の
人

に
心
を
移

し

て
ま
た
あ

な

た
の
も
と

に
戻

っ
て
く
る

ほ
ん

の
短

い
間
が
、

そ
ん
な
に
待
ち
遠

し
い

(注
18
)

な

ん
て
こ
と
が
あ
り
ま
し

ょ
う
か
、
御
辛

抱
が
足
り
ま
せ
ん
わ
。

以
上

の
こ
と
を
参
考

に
す
る
と
、
『蜻
蛉

日
記
』

68
番
歌

の
初

二
句
も
、
「
あ

る
」

の
下

に
体
言
が
省
略
さ
れ
た
形
、

つ
ま
り

「
な

ゝ
は
か

り
あ

る

(人
)
も

こ
そ
あ
れ
」

の
意
と
考

え

て
解
釈
す

べ
き

で
は
な
い
か

と
思

わ
れ

て
く

る
。

そ

う
す
る
と
、

こ
の
歌
は
先
に
掲

げ
た
四
首

と
全

く
同

工
と
な

り
、
試
み

に
そ

の

歌
意
を
訳
出
す
る
な
ら
ば
、

〔私

の
よ
う
に
そ
う

で
な
い
男
も

い
る

一
方

で
〕
世
間

に
は
現

に

(だ
れ

か
さ
ん

の
よ
う
に
)
七
人

(ー1
多
数
)
も

の
妻
妾
を
持

っ
て
い
ら

っ
し

ゃ

る
方
だ

っ
て
お
あ
り
だ
と
い
う
の
に
、

た
か
だ
か

一
人
二
人

の
女

の
た
め

に
時
間
が
な
い
な
ん
て
こ
と
が
あ

り
ま
し

ょ
う
か
、
そ
ん
な

こ
と
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
諸
注

の
第

二
の
蹟
き
が
明
白
と
な
る
。

こ
の
歌

の
初

二
句

で
、

兼
家

は
自

ら
に

つ
い
て
そ
の
身

に
妻
妾

の
多
き
を
誇

っ
た

の
で
は
さ
ら
さ

ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
否
、
む
し

ろ
、
下

の
句
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼

は
宮

の
推
量
し
た

「
ふ
た
め
み
め
」

ど
こ
ろ
か
せ
い
ぜ

い

「
ひ
と
め
」
か

「
ふ

た
め
」
し
か
自
分

に
は
い
な
い

の
だ
と
、

へ
り
く
だ

っ
て
み
せ

て
さ
え

い
る
。

そ
し

て
、
わ
が
身

に
引

き
く
ら

べ
る
形

で
、
世
間

に
は
ま

こ
と
羨
ま
し

い
御
身

分

の
お
方

も

い
ら

っ
し

ゃ
る
も
の
と
、
具
体
的

に
は
章
明
親
王

の
艶
福
家

ぶ
り

を
椰
楡
す
る
文
句
を

は
じ
め

に
配
置
し
た
と

い
う

の
が
、

一
首

の
真
相

だ

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㊨

70
番
歌

の
解
釈

藪
を

つ
つ
い
て
蛇
を
出
す
格
好
と
な

っ
た
宮

か
ら
、

さ
ら
に

「
あ
な

た
と
私

と

の
関
係

は
、
や
は
り
な
ん

の
ご
た
ご
た
も
な
い
今

の
う
ち

に
、
な
ん
と
か
絶

え

て
ほ
し

い
も

の
だ
と
思
う
よ

(
69
番
歌
)
。
お

っ
し

ゃ
る
と
お
り
、
我
が
身
を

省
み
れ
ば
、
二
一二
人

だ
な
ん

て
ま

っ
た
く

ケ
チ
な
推
し
当

て
を
し
た
も

の
だ
。

こ
れ
以
上
は
さ
し
障

り
が
あ
る
の
で
、

や
め
と
く
よ
。
」

と

い
う
た
よ
り
が
届

く
。
章

明
親

王
は
、

こ
の
先
兼
家
と

の
交
際
を
続
け
よ
う
も

の
な
ら
何
を

い
わ

れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
戦

々
競

々
の
態
、
無
論
戯
れ

で
あ
る
。
兼
家

は
、
早
速

70
番
歌

を
も

っ
て
こ
れ
を

と
り
な
す
。

さ

て
、
現
行

の
ほ
と
ん
ど

の
注
釈
書

は
、
こ
の
歌

の
初
句
を

「
よ
を
ふ
と
も
」

に
改
め
た
上

で
、

長
年

つ
れ
そ

っ
た
と
し

て
も
、
契
り
を
か
わ
し
た
男
女

の
仲

か
ら
は
、

別

れ
別

れ
に
な

る
と

い
う
よ
う
な
も

っ
と

い
ま
わ
し

い
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ

う
。
し

か
し
、
私
ど
も
男
ど
う
し

の
間

で
は
、

そ
ん
な

こ
と
が
お
こ
る
は

ず

は
け

っ
し

て
ご
ざ

い
ま
せ
ん

(
『全
集
』
)

と
い

っ
た
意
味

に
解
し

て
い
る
が
、

こ
れ
は
あ
ま
り
に
振

れ
に
苦

し
い
解
釈

と

い
う
ほ
か

は
な

い
。
以
下

に
お

い
て
は
、
も
う
少

し
素
直

な
解
釈
を
求
め

る
べ
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く
、

こ
の
歌

の
各
部
分

に
即
し

て
再
検
討

を
加

え
て
み
た
い
。

第

一
に
明
確

に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
結
句

に
見
え

る
助
動

詞

「
ら
む
」
の
意
味

で
あ
る
。
諸
注

で
は
、
そ

の
現
代
語
訳
か

ら
窺
う
か
ぎ
り
、

こ
れ
を
推
量

の
助
動
詞

「
む
」
と
同
義

に
解

し

て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、

こ
の

判
断

に
は
大
変
疑
問
が
残

る
。
た
し
か

に
、
助

動
詞

「
ら
む
」

は
後

に
語
形
が

「
ら
う
」

に
変
化
し
、
中
世
以
降
単
純
な
推

量
を
表

わ
す

よ
う
に
な

っ
て
行
く

し
、
平
安
朝

の
作
品

に
お

い
て
も
、
『
枕
草

子
』

(
三
巻
本
)

の
次

の
例
な
ど
は

「
む
」
と
同
義

に
解
さ
れ

て
い
る
。

御
読
経

の
僧

の
、
(中
略
)
と
ぶ
ら

ひ
人
あ
ま
た
来

て
、
経
き
き
な
ど
す
る

も
隠

れ
な
き

に
、
目
を
配
り
て
読

み
ゐ
た
る
こ
そ
、
「
罪
や
得

ら
む
」
と
お

ぼ
ゆ
れ
。

(新
潮

日
本
古
典
集
成

・
㎜
段
)

け
れ
ど
も
、
右

の

「
ら
む
」
は
必
ず
未
来
推

量
の
確
例

と
見
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
と
も
思

え
ず
、
か
り

に
そ
れ
を
認
め
る
と
し

て
も
、
平
安
朝

の

一
般
的

な

「
ら
む
」

の
用
法
か
ら
見
れ
ば
、
極
め

て
特

殊
な
例
外

で
し
か
な

い
の
で
あ

る
。し

た
が

っ
て
、
解
釈

の
順
当
な
筋
か
ら

い
え
ば
、
70
番
歌

の

「
ら
む
」
に
も
、

ま
ず

は
こ
の
助
動
詞

の
本
義

で
あ
る
現
在
推
量

も
し
く

は
原
因
推
量

の
語
義
を

当

て
は
あ

て
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、

『
蜻
蛉
日
記
』

に
は
す

で

に
、
道
綱
母

の
次

の
よ
う
な
詠
が
あ

っ
た
こ
と
が
思

い
出

さ
れ

る
。

19
な
げ
き

つ
つ
か

へ
す
衣

の
露
け
き
に
い
と
ど
空

さ

へ
し
ぐ
れ
そ
ふ
ら
む

(上
巻

・
天
暦
八
年
十
月
)

こ
の
歌

の

「
ら
む
」
は
、

ひ
さ
か
た

の
光

の
ど
け
き
春

の
日
に
し
づ
心
な
く
花

の
散
る
ら
む

(『
古
今
集
』
84

・
友

則
)

な
ど
と
同
様
、
下

の
句

の
頭

に

「な
ど
」
等
疑
問

の
副
詞
を
補

っ
て
、
「
ド
ウ

シ

(注

19
)

テ
～

シ
テ
イ

ル
ノ
ダ

ロ
ウ
カ
」

と

い
う
原
因
推
量

の
意

に
解
さ
れ
、

『蜻
蛉

日

記
』
諸
注
も
、

こ
こ
に
お
い
て
は
概
ね

こ
の
義

に
解
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

70

番
歌

の
下

の
句

が
19
番
歌

の
そ
れ
と

「
い
と
ど
～
ら
む
」

の
形

で

一
致

し

て
い

る

こ
と
を
思

え
ば
、
「
ら
む
」
の
語
義

に

つ
い
て
も
同
じ
判
断

を
下
す

べ
き

で
あ

り
、
そ

の
意

味
は
、
「
ど
う
し
て
い

っ
そ
う
縁
起

で
も
な

い
お
言
葉
ま

で
も
が
見

え

て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
」
と
な

る
の
で
は
な

い
か
。
な
お
、

ほ
と
ん
ど
の
注

釈
書
は
、
「
ゆ

ゝ
し
き

こ
と
」
の

「
こ
と
」
を
事
柄

の

「
事
」
と
と

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り

で
、
言
葉

の

「言
」
と
す

べ
き

で
あ
る
。
「
縁
起

で
も
な
い
お
言
葉
」

と
は
、
宮

の
69
番
歌
中

に
見

え
る

「
絶
え
む
と
そ
思
ふ
」
を
指

す
。

下

の
句

の
解
釈

に

つ
い
て
は
、

一
応
以
上

の
よ
う

に
考

え

て
お
く
が
、

さ
ら

に

「
ら
む
」
と

の
呼
応

の
点

で
は
、
「
こ
と
も
」
は

「
こ
と
の
」

で
あ
る
方

が
望

ま
し

い
か
も
し
れ
な
い
。

言

の
葉

の
う

つ
ろ
ふ
だ
に
も
あ

る
も

の
を

い
と
ど
し
ぐ
れ

の
降
り
ま
さ
る

ら
む

(『
新
古

今
集
』
24

・
伊
勢
)

春

雨

の
降

る
に
思

ひ
は
消

え
な
く

て
い
と
ど
思

ひ
の
め
を
も
や
す

ら
む

(
『古

今
ユ
ハ
帖
』

螂
)

ふ
り
は

へ
て
花
見

に
く
れ
ば
く
ら
ぶ
山

い
と
ど
霞

の
立
ち
か
く
す

ら
む

(
『
興
風
集
』

69
)

な
ど

の
類
型

が
存
在
す

る
上

に
、
「
裳
」
の
草
体
と

「
農
」
の
草
体

と
は
し
ば
し

ば
誤
ら
れ
る
た
め
、

そ
の
可
能
性
は
十
分

に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
○

次

い

で
、
第

三
句

に
目
を
転
じ

て
み
た

い
。

こ
の

「中

よ
り
は
」

と
い
う
表

現

の
意
味
を
的
確

に
捉
え

る
た
め

に
は
、
左

の
歌

の
存
在

が
参
考

に
な

る
。

人

づ
て
に
い
ふ
言

の
葉

の
中
よ
り
ぞ
お
も
ひ

つ
く
ば
の
山

は
見
え
け
る

(『後
撰
集
』
鰯

・
よ
み
人
し
ら
ず
)

う
ち

い
だ
し
綾

の
む
し
ろ

の
中

よ
り
ぞ
錦

に
織

れ
る
文
も
見

え
け

る
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(『
安
法
法
師
集
』
21
)

安
法

の
作

が
、
先
行
す

る

『
後
撰
集
』

の
歌
を
念
頭

に
置

い
た
も

の
で
あ
る

こ
と

は
明
ら
か
だ

が
、
筆
者

は
、
『
蜻
蛉

日
記
』
70
番
歌

の
場
合
も
、
用
語

の
共

通
性
な
ど
か
ら
見

て
、

そ
う

で
あ
る
可
能
性
が
非
常

に
高

い
と
判
断
す
る
。
そ

う
す
る
と
、
兼
家

の
歌

の

「
中
よ
り
は
」
は
、
「宮
様

の
お
手
紙

の
中
か
ら
」
の

意
と
理
解

す

べ
き

で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
第

二
句

か
ら
の

つ
な
が
り

を
考
慮

す
る
と
、

「中

」
と
い
う
語

に
は
さ
ら
に
、

「宮
様

と
私
と

の
変

わ
ら

ぬ

交
誼

を
誓

い
合

っ
た
間
柄
」

の
意
も
当
然
掛

か

っ
て
く

る
こ
と

に
な

る
。
だ
か

ら
、

こ
の
歌

の
第

二
句
第
三
句

は
、
結
局

「
あ

れ
ほ
ど
変
わ
ら
ぬ
交
誼
を
誓

い

合

っ
た
間
柄

で
あ

る
あ
な
た
様

の
お
手
紙

の
中
か
ら
」
と
解
し

て
お
く

の
が
妥

当
な
と

こ
ろ
で
あ

ろ
う
。

残

る
初
句

に

つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う

に
考
え
る

べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

は
じ
め

に
、
桂
宮
本
本
文
を
改
め
る

べ
き
か
否
か
と

い
う
問
題

が
あ
る
。
私

見
に
よ
れ

ば
、
「
よ
を
ふ
と

て
」

の

「
と

て
」
を

「
～

(
だ
か
ら
)
と

い

っ
て
」
の
意

に
解

す
る

こ
と

に
よ
り
、
底
本

の
ま
ま

で
十

分
解
釈

可
能
な

よ
う
に
も
思

え
る
が
、

他

の

『蜻
蛉

日
記
』

主
要

伝
本

(第

一
類

B
系
及
び
第

二
類
本
)
が

「
て
」
を

「
も

(
ん
)
」
と
す
る

こ
と
、
「
て
」
と

「
も

(ん
)
」
と

で
は
誤
写

の
可
能
性
が

極

め
て
高

い
こ
と
等

か
ら

し
て
、

こ
こ
は
や
は
り
、
諸
注

の
ご
と
く

「
よ
を
ふ

と
も
」

の
形

に
改
め

て
お

い
た
方
が
無
難
な

よ
う

で
あ

る
。

た
だ
し
、

そ
の
上

で

「
と
も
」
を
、
従
来
ど
お
り
純
枠
な
逆
接

の
仮
定
条
件

を
表
わ
す
接
続
助
詞
と
解
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り

で
あ
る
。

こ
の
場

合

の

「
と
も
」

は
、
す

で
に
確
定
し

て
い
る
事
実
を
修
辞
的

に
仮
定

す
る
い
い

(注

20
)

方
、

い
わ
ゆ
る

"修
辞
的
仮
定
"

の
用
法

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ち
な
み

に
、
『
蜻
蛉
日
記
』
中

か
ら
、

"修
辞

的
仮
定
"

の
意

で
用
い
ら
れ
た

「
と
も
」

の
例
を

い
く

つ
か
拾

い
出
し

て
み
よ
う
。

さ
ら
ば
、

い
と
暑
き
ほ
ど
な
り
と
も
、

げ
に
さ
い
ひ

て
の
み
や
は

く
思

ひ

立
ち

て
、
石
山

に
十

日
ば
か

り
と
思

ひ
立

つ
。

(中
巻

・
天
禄
元
年
七
月
)

我

が
家

に
と
ま
れ
る
人

の
も
と

よ
り
、
「
お
は
し
ま

さ
ず
と
も
、
菖
蒲
ふ
か

で
は
、

ゆ
ゆ
し
か
ら
む
を
、

い
か
が
せ
む
ず

る
」
と

い
ひ
た
り
。

(
中
巻

・
天
禄
二
年

五
月
)

人

や
り
な
ら
ぬ
わ
ざ
な
れ
ば
、
と

ひ
と
ぶ
ら
は
ぬ
人
あ
り
と
も
、

ゆ
め
に

つ
ら
く
な
ど
思
ふ

べ
き
な
ら
ね
ば
、

い
と
心
や
す
く
て
あ
る
を

(中
巻

・
天
禄

二
年
六
月
)

「
年
月

の
勘
事

な
り
と
も
、

け
ふ
の
参

り
に
は
許
さ
れ
な
む
と
そ
お
ぼ
ゆ

る
。

(
中
略
)
」

な
ど
、

い
と
言

よ
し
。

(中
巻

・
天
禄

.
一年
十

二
月
)

右
に
あ
げ
た

「
と
も
」

の
用
例

は
、
す

べ
て

「
現

ニ
ソ
ウ
ナ
ノ
ダ
ガ
、

タ
ト

エ
ソ
ウ
デ

ハ
ア
ッ
テ
モ
」

の
意
味

で
あ
り
、

70
番
歌

の

「
と
も
」
も

こ
れ
ら
と

同
様

で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
初
句

は
、
「
宮
様
と
は
現

に
長

い
お

つ
き
合

い

で

す
が
、

た
と

え
そ
う

で
は
あ
り
ま
し

て
も
」

と
解

釈
す

べ
き
な

の
で
あ
み
。

そ
れ

で
は
こ
こ
で
、

一
首
全
体
を
纒
め

て
み
た
い
。

ま
ず
本
文

は
、

世
を
経
と
も
契
り
お
き

て
し
中

よ
り
は

い
と
ど
ゆ
ゆ
し
き
言

の
見

ゆ
ら
む

と
整
定
す
る
。
そ
し

て
、
現
代

語
訳
は
次

の
と
お
り
。

我

々
の
交
際
が
は
じ
ま

っ
て
か
ら
既
に
長

い
年
月

が
経

っ
て
い
ま
す
が
、

た
と

え
そ
う

で
は
あ
り

ま
し

て
も
、

あ
れ

ほ
ど
変
わ
ら

ぬ
交
誼

を
誓

い

合

っ
た
間
柄

で
あ
る
あ
な
た
様

の
お
手
紙

の
中
か
ら
、
ど
う
し

て

(絶
交

し
よ
う
な
ど
と
)

い

っ
そ
う
縁
起

で
も
な

い
お
言
葉
が
見
え

て
い
る

の
で

し

ょ
う
か
。

1

注

本
論
中
で
使
用
す
る

『蜻
蛉
日
記
』
及
び
諸
歌
集
の
歌
番
号
は
、
す
べ
て

『新
編
国
歌
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大
観
』

の
そ
れ
に
よ
る
。

2

笠

間
影
印
叢
刊

68
～

70

『桂
宮
本
蜻
蛉

日
記
』
ω
㈲
㈲

(昭

57
、
笠
間
書
院
)

3

そ
の
ほ
か
、
上
村
悦
子
訳
注

『蜻
蛉

日
記
全
訳
注
』
ω
㈲
㈲

(講
談
社
学
術
文
庫
、
昭

53
)

は

『全
訳
注
』
と
略
称
す

る
。

4

こ
の
ふ
た
り
の
親
交

が
、

兼
家

の
兵
部
大
輔
任
官
を
機

に
は
じ
ま

っ
た
と
見
る
向
き

も
あ

る
が
、

そ
う

で
な

い
こ
と
は
、
宮

の
65
番
歌

に
用

い
ら
れ
た
副
助
詞

「
し
も
」

の

ニ
ュ
ア

ン
ス
ひ
と

つ
か
ら
も
、
十
分

に
察
知
さ
れ

る
は
ず

で
あ
る
。

5

榊

原
本

『下
学
集
』
、
文
明
本

『
節
用
集
』
な
ど
。
ま
た
、
和
文
文
献

の
上

で
今
日
ま

で
た
ま
た
ま
管
見

に
は
い

っ
た
も

の
に

つ
い
て
記
す
と
、
た
と
え
ば
、
擬
古
物
語

『
浅
茅

が
露
』

(天

理
図
書
館
本
、
鎌
倉
末
～
南
北
朝
初
期
写
)
で
は
、

「
(兵
衛
)
大
夫
」

の
か

な
書
き
例

の
す

べ
て
が

「た

ゆ
ふ
」

で
あ

る
。

6

築
島
裕
著

『国
語
学
叢
書
3
平
安
時
代

の
国
語
』
(昭

62
、
東
京
堂
出
版
)
第
三
章

「音

韻
一
国
語
音
」
悩
頁

7

中
田
祝
夫

「平
安
時
代

の
国
語
」
弓

『
日
本
語

の
歴
史
』

(昭

32
、
至
文
堂
)
茄
頁

8

『講
座
国
語
史
2
音
韻
史

・
文
字
史
』
(昭

47
、
大
修
館
書
店
)
第
二
章

「古
代

の
音
韻
」

(奥
村
三
雄
氏
執
筆
)
85
頁

9

福
島
邦
道

「『見

ゆ
う
』
と

『見

よ
う
』
の
交
替
」
↓

国
語
学
論
集
』
(昭

44
、

表
現
社
)
蹴
頁

10

馬
淵
和
夫
著

『国
語
音
韻
論
』
(昭

46
、
笠

間
書
院
)
田
頁
、
注
8
書
第

一
章

「総
説
」

(中
田
祝
夫
氏
執
筆
)
33
頁
な
ど

11

『国
語
学
大
辞
典
』

(昭
55
、
東
京
堂

出
版
)
付
載

「国
語
年
表
」

12

亀
井
孝

「国

語
の
慣

用
の
徴

証
に

つ
き

そ
の
発
掘

と
評
価
」

(国
語
学
第
76
集
、

昭

44

・
3
)

13

注

8
論
文

83
頁

14

同
音

で
な
い
掛

け
詞

の
例

は
、
『
蜻
蛉
日
記
』

の
う
ち
に
も
見
出
だ
せ
る
。

60
な

つ
く
べ
き
人
も
放

て
ば
陸
奥

の
む

ま
や
か
ぎ
り

に
な
ら
む
と
す
ら
む

こ
の
歌

の

「む
ま
や
」
に
は
、
い
う
ま

で
も
な
く

「今

や
」
の
意
が
掛
け

て
あ
る
。
な

お
、

掛
け
詞

の
音
韻
的
研
究
と
し

て
は
、
遠
藤
邦
基
氏

に

一
連

の
論
稿
が
あ
る

(「
仮
名
遣
を

異

に
す

る
掛
け
詞
1

『
四

つ
が
な
』

の
世
界
ー
」
国
語
国
文
、
昭

47

・
6
ほ
か
)。

佐
伯
博
士

古
稀
記
念

15

参
考
ま

で
に
、
次

に
三
組

の
歌
を
掲
げ
る
。

(詞
書
略
)

そ

の
か
み

の
な
が
よ
し
と
た
だ
し
り
ぬ
れ
ば
人

の
か
ず
と
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な

か

へ
し

こ
と
わ
り

や
し
か
憂
き
身

な
り
し
か
あ
れ
ど
も
よ
し
ま
さ

る
ら

ん
人

は
た
れ
か
は

(『長
能
集
』
鵬

・
姻
)

(詞
書
略
)

亡
き
人

に
か
ご
と
は
か
け

て
わ
づ
ら
ふ
も
お

の
が
心
の
鬼

に
や
は
あ
ら
ぬ

か

へ
し

こ
と
わ
り
や
君
が
心

の
闇
な
れ
ば
鬼

の
影
と
は
し
る
く
見

ゆ
ら
む

(『紫
式
部
集
』
44

・
45
)

(詞
書

略
)

今
よ
り
は
思
ふ

こ
と
を
も
い
は
で
経

む
し
ふ
る
は

つ
ら
き
も

の
に
ぞ
あ
り
け
る

か

へ
し

こ
と
わ
り
や
さ
て
も
心
に
し
ら
れ
に
き
思

ふ
人

や
は
人
を

し
ひ
け
る

(『
公
任
集
』

姻

・
姫
)

返

歌
三
首

の
初
句

「
こ
と
わ
り
や
」
は
、
す

べ
て
前

の
歌

の
内
容
を
受
け

て
い
る
こ
と
が

知

ら
れ
る
。

16

「狭
衣
物
語
な
ど

の

『
も

こ
そ
』
」
(国
語
展
望

48
号
、
昭

53

・
2
)
3

語
意

の
紛

れ
易

い
中
古
語
放
』

(昭
59
、
笠
間
書

院
)
90
頁

17

こ
の
歌

の
初
句

「思

ひ
し
る
」
を
、

成
信
、

重
家
ら
出
家
し
侍
り
け

る
こ
ろ
、

左
大
弁
行
成
が
も
と

に
い
ひ

つ
か

は
し
け
る

思

ひ
し
る
人
も
あ
り
け

る
世

の
中
を

い

つ
を

い

つ
と

て
す
ぐ
す
な
る
ら
ん

(『拾
遺
集
』

脳

・
公
任
)

な
ど

の
場
合
と
同
じ
く

「世

の
無
常
を
痛
感
す

る
」
の
意

に
と
れ
ば
、
そ
の
歌
意

は

「世

間

に
は
世

の
無
常
を
痛
感
し

て
出
家
す
る
人
だ

っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、

私

も
こ
の
か

い
も
な
く

つ
ら

い
恋
を
機
縁

に
、
い

っ
そ
遁
世

し

て
し
ま
お
う
か
。
」
と
解
せ

る
か
も
し

れ
な

い
。
な
お
、
同
歌

に
は
藤
本

一
恵

氏

(講
談
社
学
術
文
庫

『後
拾
遺
和
歌
集
全
訳
注
』

う源
氏
物
語
を

中
心
と
し
た
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口
、
昭

58
)
や
松

尾
聡
氏

(「
危
惧

の
意

で
も
並

列
の
意

で
も
な

い
と
い
う

『も

こ
そ
』

に

つ
い
て
」
国
語
展
望
49
号
、
昭
53

・
5
与
注

16
書
)
の
解
釈
が
あ

る
が
、
と
も

に
し
た

が
え
な

い
。

18

こ
の
歌

は
そ
の
第

三
句
以
下

に
い
ま
だ
定
解
を
見
な

い
。

こ
こ
に
示
し
た
も

の
も
現

時
点

で
の
試
解

に
す
ぎ
な

い
。

19

こ
の
種

の

「
ら
む
」
の
用
法

に

つ
い
て
は
、
詠
嘆
表
現
と
み
る
な
ど
異
説
も
あ
り
、
な

お
考
究
す

べ
き

で
あ
る
が
、
今

は
立
ち
入
ら
な

い
。
山

口
発

二

「喚
体
性

の
文

に
お
け
る

疑
念

の
含
意
1

『し
づ
心
な
く
花

の
ち

る
ら
ん
』

の
基
底

」

(国
語
国
文
、

昭

63

・
2
)
参
照

20

佐
伯
梅
友

「
『淀
む
と
も
』
考
」
与

『万
葉
語
研
究
』

(昭

13
、
文
学
社
)
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