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の
場
合

森

田

兼

吉

 
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
通
常
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
で
読

ま
れ
て
い
る
。
三
条
西
家
本
は
諸
本
の
中
で
は
書
写
年
代
が
も
っ
と
も
古
く
、

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
な
暇
の
少
な
い
本
で
あ
り
、
こ
れ
を
底
本
と
す
る
テ

キ
ス
ト
は
他
本
に
よ
る
改
訂
は
最
低
限
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
れ
に
従
い
、

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
の
論
で
も
本
文
の
異
同
に
ま
で
言
及
さ
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

こ
と
は
希
だ
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
条
西
家
本
だ
け
で
読

む
こ
と
の
危
険
性
は
、
諸
本
の
系
統
論
と
い
う
形
で
早
く
論
じ
た
こ
と
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

り
、
読
み
の
現
状
に
つ
い
て
の
危
機
感
か
ら
、
最
近
も
二
度
論
じ
て
い
る
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
、
も
っ
と
言
え
ば
、

三
条
西
家
本
の
単
独
異
文
は
ほ
と
ん
ど
信
用
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の

作
品
を
長
年
読
ん
で
き
た
中
で
の
実
感
で
あ
り
、
そ
れ
は
諸
本
の
系
統
論
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
和
歌
に

お
け
る
三
条
西
家
本
の
単
独
異
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
一
四
三
首
の
短
歌
と
連
歌
五
句
(
二
首
と
一
句
)

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
が
作
品
の
中
核
を
な
し
、
そ
の
解
釈
が
作
品
の

理
解
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
和
歌
の
歌
句
に
も
諸
本
に
よ
り
多
く
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
三
条
西
家

本
(
日
本
古
典
文
学
館
刊
の
複
製
本
に
よ
る
)
六
丁
裏
の
、

 
 
か
＼
れ
ど
も
お
ぼ
つ
か
な
く
も
お
も
ほ
え
ず
こ
れ
も
む
か
し
の
さ
き
こ

 
 
そ
あ
る
ら
め

の
私
に
傍
線
を
施
し
た
「
さ
き
」
が
、
三
条
西
家
本
を
最
初
に
底
本
と
し
て

細
密
な
注
釈
を
行
な
っ
た
玉
井
幸
助
氏
の
『
和
泉
式
部
日
記
新
註
』
(
昭
二

五
・
世
界
社
)
に
よ
っ
て
応
永
本
の
形
の
「
え
に
」
の
誤
写
と
推
定
さ
れ
た

(
後
に
発
見
さ
れ
た
寛
元
本
も
応
永
本
と
同
じ
)
も
の
が
定
着
し
て
い
る
以

外
は
、
三
条
西
家
本
の
歌
句
が
改
訂
さ
れ
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
少

な
い
。
し
か
し
、
作
品
中
の
最
後
の
贈
答
歌
の
式
部
の
歌
、

 
 
く
れ
竹
の
世
々
の
ふ
る
ご
と
お
も
ほ
ゆ
る
む
か
し
が
だ
り
は
わ
れ
の
み

 
 
や
せ
む

の
自
尊
は
、
寛
元
本
も
同
形
で
は
あ
る
が
応
永
本
と
『
和
泉
式
部
正
集
』
の
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日
記
重
出
歌
群
と
に
よ
っ
て
「
君
の
み
ぞ
せ
む
」
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立
の
問
題
と
し
て
何
度
か
論
じ
た
こ
と

 
 
 
ぐ
 

が
あ
る
。
こ
れ
は
応
永
本
の
単
独
異
文
が
原
形
を
伝
え
て
い
る
例
だ
が
、
和

歌
の
本
文
の
検
討
も
も
っ
と
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
し
て
、
単
独
異
文

で
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
よ
け
い
慎
重
に
な
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

作
品
に
お
け
る
和
歌
の
比
重
が
大
き
い
と
は
い
え
そ
の
数
は
異
同
の
全
例
を

考
察
す
る
と
し
て
も
そ
う
多
く
の
紙
幅
は
要
し
な
い
。
こ
こ
で
は
三
条
西
家

本
の
場
合
に
限
る
が
、
他
の
二
系
統
本
が
一
致
し
て
い
る
場
合
で
の
単
独
異

文
の
す
べ
て
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
は
作
品
全
体
の
異
同
の
傾
向

を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
ま
ず
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
三
系
統
の
本
を
対
校
す
る
。
三
条
西
家
本
は

前
掲
の
複
製
本
、
寛
元
本
系
統
は
吉
田
幸
一
氏
の
『
和
泉
式
部
全
集
 
資
料

篇
』
(
昭
四
一
・
古
典
文
庫
)
に
写
真
版
の
あ
る
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
、
応
永

本
系
統
は
京
大
本
を
基
に
宮
内
庁
書
陵
部
本
・
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
・

板
本
(
そ
れ
ぞ
れ
写
真
版
を
使
用
)
に
よ
っ
て
校
定
し
た
も
の
を
用
い
た
。

応
永
本
は
写
本
が
多
く
、
諸
本
の
系
譜
も
ほ
ぼ
明
ら
か
な
の
で
、
系
統
内
の

一
写
本
の
単
純
誤
謬
を
結
果
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

寛
元
本
も
吉
田
氏
『
和
泉
式
部
全
集
 
本
文
篇
』
(
昭
三
四
・
古
典
文
庫
)

に
校
異
が
示
さ
れ
て
い
る
宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
と
天
理
図
書
館
蔵
黒
川
家
譜
蔵

本
(
天
理
大
学
図
書
館
で
撮
っ
て
い
た
だ
い
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
)

を
参
酌
し
た
。
三
系
統
本
の
対
校
は
吉
田
氏
前
掲
書
『
本
文
篇
』
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
お
り
、
以
下
論
述
で
は
便
宜
そ
の
歌
番
号
を
使
用
し
た
が
、
諸
本

に
は
誤
脱
や
錯
簡
が
あ
り
、
歌
番
号
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
異
同
が
あ
る

場
合
は
三
条
西
家
本
の
そ
れ
に
よ
る
。
三
条
西
家
本
の
藁
苞
、
歌
順
は
原
型

(
A
本
)
と
同
じ
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
吉
田
氏
の
書
(
以
下
『
全
集
』

と
略
記
)
で
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
八
三
の
歌
番
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、

 
 
つ
ま
こ
ふ
と
お
き
あ
か
し
つ
る
し
も
な
れ
ば

を
連
歌
形
式
の
一
句
と
し
て
で
は
な
く
、
子
宮
の
独
語
と
し
て
の
扱
い
に
な
っ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
和
歌
の
中
に
含
め
て
考
察
し
た
。
た
だ
、
こ
の
「
つ

ま
こ
ふ
と
」
の
句
は
、
初
句
が
応
永
本
で
は
「
つ
ま
か
う
と
」
と
誤
記
さ
れ

て
い
る
だ
け
な
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
立
て
て
論
じ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お

『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号
は
八
二
ま
で
は
『
全
集
』
と
同
じ
、
八
四
以

降
は
『
全
集
』
の
そ
れ
に
一
を
足
せ
ば
よ
い
。

 
三
系
統
本
間
に
異
同
の
な
い
歌
が
四
〇
首
と
竪
句
あ
り
、
残
り
一
〇
三
首

と
三
句
に
一
六
七
ヵ
所
の
異
同
が
見
ら
れ
た
。
異
同
の
な
い
歌
と
し
て
数
え

た
も
の
の
う
ち
一
五
「
し
の
(
し
の
び
)
ね
」
・
二
六
「
身
を
さ
へ
は
(
す
)
て

ん
」
・
五
三
「
を
(
せ
)
き
こ
え
て
」
・
五
八
「
せ
き
と
め
(
と
め
ら
れ
)
ぬ
」
・

一
〇
一
「
け
さ
は
ゆ
く
(
く
ゆ
)
れ
ど
」
の
五
首
は
、
応
永
本
の
傍
線
部
を
括

弧
の
中
の
よ
う
に
改
訂
し
た
た
め
異
同
が
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

異
同
は
原
則
と
し
て
語
の
単
位
で
数
え
た
が
、
例
え
ば
助
動
詞
が
異
な
れ
ば

そ
れ
が
承
接
す
る
動
詞
の
活
用
形
が
変
わ
る
の
は
当
然
な
の
で
異
同
は
一
と

し
た
が
、
＝
壬
二
の
末
句
で
三
条
西
家
本
「
う
き
こ
と
そ
㌧
は
」
「
寛
元
本

「
う
き
ご
と
＼
も
は
」
応
永
本
「
う
き
事
ど
も
を
」
に
つ
い
て
、
「
ぞ
」
と

(12)



「
ど
も
」
、
「
そ
は
」
と
「
を
」
と
の
二
つ
の
異
同
と
し
た
も
の
の
、
 
一
と
数

え
る
か
迷
っ
た
よ
う
な
例
も
あ
り
、
数
え
方
に
よ
っ
て
は
若
干
の
差
が
出
る

か
も
し
れ
な
い
。

 
三
系
統
の
本
の
異
同
の
状
況
を
数
で
示
せ
ば
、

 
①
三
条
西
家
本
の
本
文
が
寛
元
本
・
応
永
本
の
共
通
本
文
と
異
な
る
箇
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
七

 
②
寛
元
本
の
本
文
が
三
条
西
家
本
・
応
永
本
の
共
通
本
文
と
異
な
る
箇
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
五

 
③
応
永
本
の
本
文
が
三
条
西
家
本
・
寛
元
本
の
共
通
本
文
と
異
な
る
箇
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
三

 
④
三
本
本
文
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
箇
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
二

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
主
に
①
に
つ
い
て
考
察
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
わ
た
く
し
の
本
文
論
に
よ
れ
ば
、
三
条
西
家
本
の
単
独
異
文
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
誤
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
三
条
西
家
本
の
単
独
異
文
は
、
た
と
え
ば
寛
元

本
の
そ
れ
に
単
純
な
誤
謬
と
す
ぐ
わ
か
る
も
の
が
多
い
の
に
比
し
て
、
前
掲

の
「
さ
き
こ
そ
あ
る
ら
め
」
(
＝
二
)
の
例
の
よ
う
な
、
意
味
の
取
れ
な
い

単
純
な
誤
り
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
の
た
め
に
三
条
西
家
本
の
ま
ま
で
読
ま

れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
系
統
本
と
比
較
す
れ
ば
そ
の
本
文

に
疑
問
が
出
て
く
る
例
は
か
な
り
あ
る
し
、
三
条
西
家
本
で
読
ま
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
前
提
を
捨
て
れ
ば
見
え
て
く
る
も
の
が
多
い
。

 
 
か
つ
ら
き
の
か
み
も
さ
こ
そ
は
お
も
ふ
ら
め
(
思
ひ
け
め
)
く
め
ぢ
に
わ

 
 
た
す
は
し
た
な
き
ま
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
三

 
以
下
、
三
条
西
家
本
の
本
文
を
掲
げ
、
問
題
と
な
る
箇
所
に
つ
い
て
は
傍

線
を
引
き
、
括
弧
内
に
そ
こ
に
対
応
す
る
寛
元
本
と
応
永
本
の
共
通
本
文
を

京
大
本
の
字
形
で
記
す
こ
と
と
す
る
。
こ
の
歌
で
は
、
容
貌
の
醜
さ
を
恥
じ

て
夜
し
か
働
か
ず
、
役
の
行
者
に
命
じ
ら
れ
た
岩
橋
を
完
成
さ
せ
ら
れ
な
か
っ

た
葛
城
の
一
言
主
神
の
心
情
が
、
昼
間
に
帥
宮
と
逢
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

式
部
自
身
の
困
惑
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
推
測
さ
れ
て
い
る
。
伝
説

上
の
葛
城
の
神
の
思
い
を
現
在
推
量
の
「
ら
む
」
を
用
い
て
推
測
す
る
の
は

無
理
で
あ
り
、
「
思
ひ
け
め
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
明
確
な
誤
謬
で
さ
え
正
さ
れ
な
い
の
が
普
通
な
の
で
あ
る
。

 
最
初
か
ら
順
を
追
っ
て
見
て
い
こ
う
。
二
・
四
な
ど
は
尊
霊
で
も
触
れ
た

が
、
こ
こ
で
の
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
再
介
す
る
。

 
 
お
な
じ
枝
に
な
き
つ
＼
お
り
し
ほ
と
＼
ぎ
す
こ
ゑ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と

 
 
し
ら
ず
や
(
な
ん
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
二
は
同
じ
歌
が
『
和
泉
式
部
正
集
』
に
あ
る
。
岩
波
文
庫
本
の
歌
番
号

(
以
下
本
文
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
)
二
二
八
で
、
そ
の
末
句
は
寛
元
本
・

応
永
本
の
共
通
本
文
と
一
致
し
て
い
る
。
『
和
泉
式
部
正
集
』
(
以
下
『
正
集
』

と
略
称
す
る
)
に
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
同
じ
歌
が
三
群
に
分
か
れ
て
載
っ

て
お
り
、
二
二
八
は
そ
の
第
一
群
に
属
す
る
。
第
二
群
と
第
三
群
と
は
『
日

記
』
か
ら
和
泉
式
部
の
歌
だ
け
を
抄
出
し
た
も
の
だ
が
、
帥
の
宮
の
歌
を
も

含
む
第
一
群
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
は
直
接
の
関
係
は
な
く
、
式
部
の
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

反
故
か
ら
出
た
と
い
う
見
解
で
諸
説
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
本
文
と
合
致
す

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
・
続
稿
 
一
和
歌
の
場
合
一
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る
「
し
ら
な
ん
」
が
原
形
を
伝
え
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

式
部
へ
の
関
心
は
あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
も
、
最
初
の
接
触
は
小
舎
人
童
を
介

し
て
の
伝
言
と
橘
の
花
だ
け
で
、
好
意
的
か
つ
積
極
的
な
式
部
の
歌
を
見
て

歌
だ
け
を
贈
っ
て
く
る
と
い
う
宮
の
用
心
深
さ
か
ら
も
、
「
ご
存
知
で
は
な

い
の
で
す
か
」
と
い
う
強
い
調
子
で
押
し
つ
け
が
ま
し
い
「
し
ら
ず
や
」
よ

り
も
、
柔
ら
か
く
訴
え
か
け
る
「
し
ら
な
ん
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え

る
。 

第
一
歌
群
と
の
か
か
わ
り
か
ら
次
の
こ
と
も
言
え
る
。

 
 
や
ま
な
が
ら
う
き
は
た
つ
と
も
(
寛
元
本
う
み
を
雲
井
と
、
応
永
本
う

 
 
く
は
う
く
と
も
)
み
や
こ
へ
は
い
つ
(
な
に
)
か
う
ち
で
の
は
ま
は
(
を
)

 
 
み
る
べ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
五

 
第
二
句
は
三
本
と
も
異
な
っ
て
い
る
し
、
三
ヵ
所
と
異
同
は
多
い
。
『
正

集
』
二
二
四
で
は
第
二
句
は
応
永
本
と
一
致
し
、
第
四
句
は
寛
・
応
の
共
通

本
文
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
第
三
歌
群
八
八
九
と
し
て
も
重
出
し
て

い
る
が
、
二
二
四
と
同
形
で
あ
る
。
玉
井
氏
『
新
註
』
で
は
第
二
句
を
三
条

西
家
本
の
本
文
で
、

 
 
「
う
き
」
は
泥
沢
の
辺
に
で
き
る
泥
地
。
う
き
が
た
つ
と
は
、
長
い
間

 
 
の
自
然
の
作
用
で
、
そ
の
泥
地
が
で
き
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
憂

 
 
き
に
か
け
て
、
山
籠
り
に
日
が
た
つ
う
ち
に
谷
間
に
泥
地
(
ウ
キ
)
が
出

 
 
来
上
る
、
自
分
も
山
に
埋
も
れ
て
、
浮
い
た
お
ち
つ
か
な
い
憂
き
日
を

 
 
送
る
意
を
表
は
し
た
の
で
あ
ら
う
。

と
さ
れ
た
。
「
憂
き
は
立
つ
」
と
い
う
宛
字
は
一
応
考
え
ら
れ
、
鈴
木
一
雄

氏
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
』
(
昭
五
八
・
至
文
堂
刊
に
よ
る
)
藤
岡
忠
美
氏

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
』
(
平
六
・
小
学
館
)
も
本
文

を
改
あ
て
い
な
い
が
、
「
憂
き
は
立
つ
」
は
用
例
も
な
く
 
異
様
で
あ
る
。

応
永
本
は
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
と
の
共
通
祖
本
を
経
て
い
な
い
た
め
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
単
独
異
文
に
も
正
文
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
お
り
、
第
二
句
は

そ
の
例
で
あ
る
。
第
四
句
で
は
寛
元
本
と
応
永
本
の
共
通
本
文
で
『
密
集
』

と
も
一
致
す
る
「
な
に
か
」
.
 
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
石
山
寺
に

「
七
日
ば
か
り
あ
ら
ん
」
と
て
籠
っ
て
い
る
式
部
へ
の
、

 
 
 
 
せ
き
こ
え
て
け
ふ
ぞ
と
ふ
と
や
人
は
し
る
お
も
ひ
た
え
せ
ぬ
こ
＼

 
 
 
 
ろ
っ
か
ひ
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
三

 
 
い
っ
か
い
で
さ
せ
給
」

と
い
う
文
へ
の
返
し
の
中
の
歌
二
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
っ
た
。
歌
の
前
に

は
「
い
っ
か
と
の
給
は
せ
た
る
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
思
給
へ
て
い
り
に
し
か
も

(
応
は
。
寛
「
入
り
」
以
下
欠
)
」
と
い
う
文
こ
と
ば
が
あ
る
。
二
人
の
文
に

「
い
っ
か
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
式
部
の
歌
が
「
い
っ
か
う
ち
で
の
は
ま

は
見
る
べ
き
」
と
切
り
返
し
て
い
る
の
が
一
件
自
然
に
思
え
る
。
『
正
集
二

二
四
』
の
詞
書
も
、

 
 
ま
た
、
い
っ
か
出
つ
る
」
と
あ
れ
ば

と
「
い
っ
か
」
を
使
用
し
て
い
る
。
『
正
集
』
八
八
九
の
詞
書
も
、

 
 
「
い
っ
か
帰
る
」
と
あ
れ
ば

で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
「
い
っ
か
～
み
る
べ
き
」
の
本
文
に
は

大
き
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
文
が
正
し
い
場
合
、
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ω
和
泉
式
部
の
歌
反
故
か
ら
出
た
『
正
集
』
二
二
四
の
編
者
(
式
部
自
身

の
可
能
性
も
あ
る
)
は
、
詞
書
に
は
「
い
っ
か
」
と
し
な
が
ら
、
歌
に
は

「
な
に
か
」
と
し
た
。
㈲
『
和
泉
式
部
日
記
』
か
ら
式
部
の
歌
だ
け
を
抄
出

中
の
重
出
歌
群
の
編
者
は
、
『
日
記
』
本
文
を
要
約
し
て
「
い
っ
か
帰
る
」

と
の
詞
書
を
作
り
な
が
ら
八
八
九
の
歌
で
は
「
な
に
か
」
と
書
い
た
。
⑧

『
日
記
』
の
原
型
本
で
は
五
五
の
歌
に
は
「
い
っ
か
」
と
あ
っ
た
の
に
、
寛

元
本
系
統
の
祖
本
と
応
永
本
系
統
の
祖
本
の
書
写
者
と
が
、
地
の
文
で
は

「
い
っ
か
」
と
二
度
書
き
写
し
な
が
ら
、
歌
で
は
「
な
に
か
」
と
誤
写
し
た
。

と
い
う
三
つ
の
誤
謬
が
偶
然
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
三
条
西

家
本
が
「
な
に
か
」
を
「
い
っ
か
」
と
改
め
た
と
考
え
れ
ば
、
偶
然
の
重
な

り
な
ど
想
定
し
な
く
て
す
む
の
で
あ
る
。
三
条
西
家
本
に
は
添
削
意
識
が
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

ら
れ
る
こ
と
は
三
系
統
論
の
最
初
か
ら
森
田
が
指
摘
し
、
伊
藤
博
氏
に
よ
っ

て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
立
で
も
指
摘
し
た
が
、
「
ま
き
の
い
た
ど
」
の

句
を
帥
宮
の
贈
歌
に
合
わ
せ
て
「
ま
き
の
と
ぐ
ち
」
と
改
め
た
二
二
の
よ
う

な
例
も
あ
る
。
単
純
な
誤
写
で
は
な
く
、
前
置
の
文
こ
と
ば
に
合
わ
せ
た
改

変
だ
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
式
部
の
「
な
に
か
～
み
る
べ
き
」

は
み
ず
か
ら
の
文
の
「
お
ぼ
ろ
げ
に
思
給
へ
い
り
に
し
か
も
(
応
は
)
」
を

承
け
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
い
っ
か
」
山
を
出
る
こ
と
が
あ
ろ

う
か
、
と
言
い
切
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
出
家
決
意
表
明
に
な
っ
て
し

ま
う
。
末
句
「
は
」
は
『
正
集
』
で
は
共
に
「
も
」
、
判
断
は
つ
か
な
い
。

 
 
け
ふ
の
ま
の
心
に
か
へ
て
お
も
ひ
や
れ
な
が
め
つ
＼
の
み
す
ぐ
す
心

 
 
(
月
日
)
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
 
は
か
も
な
き
夢
を
だ
に
み
で
あ
か
し
て
は
な
に
を
か
の
ち
(
夏
)
の
よ
が

 
 
た
り
に
せ
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臥

 
 
世
の
つ
ね
の
こ
と
＼
も
さ
ら
に
お
も
ほ
え
ず
は
じ
め
て
も
の
を
思
ふ
あ

 
 
し
た
は
(
身
な
れ
ば
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇

 
 
ひ
た
ぶ
る
(
す
ら
)
に
ま
っ
と
も
い
は
ゴ
や
す
ら
は
で
ゆ
く
べ
き
も
の
を

 
 
君
(
い
も
)
が
い
へ
ぢ
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
二

 
四
は
丁
丁
の
、

 
 
う
ち
い
で
＼
も
あ
り
に
し
も
の
を
亡
く
に
く
る
し
き
ま
で
も
な
げ
く

 
 
け
ふ
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三

に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。
恋
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
宮
を
式
部
は
亡
き
弾
正
宮

へ
の
思
い
を
盾
に
し
て
か
わ
す
。
「
あ
な
た
の
今
日
だ
け
の
思
い
に
比
べ
て

思
い
や
っ
て
く
だ
さ
い
、
故
宮
を
思
っ
て
長
い
月
日
の
間
わ
た
く
し
は
な
が

め
続
け
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
共
通
本
文
の
方
が
式
部
の
心
情
を
的
確
に

表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
新
勅
撰
集
』
六
三
二
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ

も
「
す
ぐ
す
月
日
を
」
で
あ
る
。
八
は
尼
宮
が
初
め
て
式
部
の
家
を
訪
れ
た

お
り
の
共
寝
を
迫
る
歌
だ
が
、
あ
な
た
と
共
寝
を
し
て
は
か
な
い
夢
を
で
も

む
す
ば
な
け
れ
ば
、
な
に
を
「
世
語
り
」
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
と

い
う
、
ま
る
で
世
語
り
(
世
間
の
う
わ
さ
話
、
語
り
草
)
に
し
た
い
が
た
め

に
逢
い
た
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
型
破
り
の
求
愛
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に

籠
め
ら
れ
た
宮
の
心
理
と
「
夏
の
よ
が
た
り
」
の
本
文
の
方
が
本
来
の
形
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 

あ
ろ
う
こ
と
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
再
論
は
避
け
る
。
一
〇

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
・
続
稿
 
-
和
歌
の
場
合
一
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は
宮
の
後
朝
の
歌
へ
の
返
歌
。
は
じ
め
て
物
を
思
う
朝
だ
と
、
「
い
か
に
も

初
心
の
女
の
や
う
に
言
ひ
な
し
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
」
(
新
註
)
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
橘
道
貞
と
の
間
に
子
を
な
し
、
兄
宮
と
恋
を
語
り
、
そ
の
他

に
も
浮
き
名
の
立
っ
て
い
る
式
部
が
こ
う
歌
っ
た
の
で
は
、
い
さ
さ
か
白
け

て
く
る
 
こ
の
歌
に
す
ぐ
続
け
て
、
「
猶
(
ナ
シ
)
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
あ

り
さ
ま
(
ナ
シ
)
か
な
」
云
々
と
続
く
式
部
の
心
内
表
現
か
ら
し
て
も
、
故
宮

へ
の
断
ち
切
れ
ぬ
思
い
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
弟
宮
と
も
深
い
仲
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
思
い
が
痛
切
な
寛
元
本
と
応
永
本
の
共
通
本
文
が
ふ
さ
わ
し
い
。

 
一
二
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
「
ひ
た
ぶ
る
に
」
と
「
ひ
た
す
ら
に
」
の
異

同
に
つ
い
て
は
伊
藤
博
氏
『
和
泉
式
部
日
記
伝
本
孜
』
(
昭
五
六
・
蜜
豆
社
)

に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
伊
藤
氏
は
『
古
今
集
』
か
ら
『
新
古
今
尚
』
ま
で

の
勅
撰
集
、
中
古
の
物
語
・
歌
物
語
・
日
記
文
学
か
ら
「
ひ
た
す
ら
に
、
ひ

た
す
ら
」
「
ひ
た
ぶ
る
な
ら
、
ひ
た
ぶ
る
に
、
ひ
た
ぶ
る
、
ひ
た
ぶ
る
な
る
」

の
用
例
を
和
歌
・
散
文
を
限
ら
ず
精
査
さ
れ
、
一
七
作
品
に
用
例
の
あ
る
こ

と
と
そ
の
数
を
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
用
例
を
挙
げ
て
、
①
「
ひ
た
す
ら
」
よ

り
「
ひ
た
ぶ
る
」
の
使
用
例
の
多
い
こ
と
、
②
「
ひ
た
ぶ
る
(
に
)
」
の
次
に

来
る
語
の
範
囲
は
広
い
が
、
「
ひ
た
す
ら
(
に
)
」
の
次
に
は
「
亡
く
な
り
失

せ
る
意
」
の
語
が
多
く
、
そ
う
で
な
く
て
も
悲
劇
的
な
状
況
を
語
る
文
に
多

く
使
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
数
を
言
え
ば
『
源
氏

物
語
』
で
は
「
ひ
た
す
ら
に
」
六
、
「
ひ
た
す
ら
」
二
、
「
ひ
た
ぶ
る
に
」
三

七
、
「
ひ
た
ぶ
る
な
ら
」
一
、
「
ひ
た
ぶ
る
な
る
」
三
と
圧
倒
的
な
差
で
あ
り
、

例
外
は
『
狭
衣
物
語
』
「
ひ
た
す
ら
に
」
八
、
「
ひ
た
す
ら
」
一
、
「
ひ
た
ぶ

る
に
」
一
と
『
和
泉
式
部
集
』
、
こ
れ
は
森
田
が
数
値
を
訂
正
し
て
示
す
と
、

「
ひ
た
す
ら
に
」
和
歌
二
、
詞
書
一
、
「
ひ
た
す
ら
」
和
歌
二
(
重
出
歌
を
含

め
れ
ば
四
)
、
「
ひ
た
ぶ
る
に
」
一
で
あ
る
。
次
に
来
る
語
に
つ
い
て
は
伊
藤

氏
は
「
狭
衣
物
語
あ
た
り
か
ら
、
そ
の
か
か
る
語
句
の
範
囲
が
拡
が
っ
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
さ
れ
、
「
ひ
た
ぶ
る
に
」
と
す
る
寛
元

本
・
応
永
本
に
は
「
十
一
世
紀
後
半
以
降
の
書
写
者
の
意
識
が
入
り
込
ん
だ

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
推
測
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
」
と
結
論
さ
れ
、
諸
本

の
性
格
を
見
る
上
で
か
な
り
重
要
な
異
同
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
和

歌
で
言
え
ば
、
共
に
『
後
撰
集
』
か
ら
例
が
あ
る
し
、
『
源
氏
物
語
』
で
も

「
ひ
た
ぶ
る
に
」
一
よ
り
「
ひ
た
す
ら
に
」
二
例
の
方
が
多
い
し
、
『
和
泉
式

部
集
』
や
「
ひ
た
す
ら
に
」
が
四
例
で
「
ひ
た
ぶ
る
に
」
の
用
例
が
な
い
 
田

『
六
条
修
理
太
夫
集
』
(
素
式
)
の
例
か
ら
見
て
も
、
時
代
の
相
違
よ
り
も
個
 
a

人
の
好
み
の
方
が
感
じ
ら
れ
る
。
『
後
撰
集
』
三
六
四
の
題
し
ら
ず
よ
み
人

し
ら
ず
の
歌
の
、

 
 
ひ
た
す
ら
に
わ
が
お
も
は
な
く
に
お
の
れ
さ
へ
か
り
か
り
と
の
み
な
き

 
 
わ
た
る
か
な

や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
三
七
五
の
紀
貫
之
の
、

 
 
ひ
た
す
ら
に
我
が
き
か
な
く
に
雲
分
け
て
か
り
ぞ
か
り
ぞ
と
つ
げ
わ
た

 
 
る
ら
ん

な
ど
の
早
い
時
期
の
例
に
し
て
も
、
次
に
来
る
語
は
「
雁
」
に
「
仮
」
を
か
け

て
は
い
て
も
亡
く
な
り
失
せ
る
意
で
も
悲
劇
的
状
況
を
語
る
も
の
で
も
な
い
。

 
こ
の
歌
で
は
「
君
が
家
路
に
」
と
「
妹
が
家
路
に
」
と
の
異
同
の
方
が
興



味
深
い
。
「
妹
が
家
路
」
は
古
風
な
用
法
で
、
『
万
葉
集
』
に
六
例
あ
る
ほ
か

は
、
『
家
持
集
』
二
例
、
『
赤
人
集
』
一
例
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
人
丸
と

赤
人
の
例
と
こ
こ
ま
で
が
古
代
。
中
古
で
は
『
後
拾
遺
集
』
と
『
好
忠
集
』

に
見
え
る
好
忠
の
一
例
、
天
延
三
年
(
九
七
五
)
三
月
十
日
『
一
条
中
納
言

呈
露
歌
合
』
(
歌
合
名
は
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
る
)
の
敦

信
、
『
林
葉
和
歌
集
』
の
俊
恵
の
例
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
一
方
「
～
が
家
路
」

と
い
う
表
現
自
体
が
古
風
な
の
で
、
「
君
が
家
路
」
と
い
う
言
い
方
は
三
条

西
家
本
の
こ
こ
の
例
し
か
見
出
だ
せ
な
い
。
「
君
が
い
へ
ぢ
に
」
は
穏
当
で

な
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
帥
宮
が
古
風
、
古
格
の
歌
語
を
用
い
る
傾
向
の
あ
る

こ
と
は
指
摘
し
う
る
。
次
に
こ
こ
に
挙
げ
て
い
な
い
が
＝
二
に
前
述
の
「
さ

き
こ
そ
あ
る
ら
め
」
の
例
が
あ
る
。

 
 
ほ
と
＼
ぎ
す
よ
に
か
く
れ
た
る
し
の
び
ね
を
い
っ
か
は
き
か
ん
け
ふ
も

 
 
(
し
)
す
ぎ
な
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
四

 
 
い
か
で
か
は
ま
き
の
と
ぐ
ち
(
い
た
ど
)
も
(
を
)
さ
し
な
が
ら
つ
ら
き
こ
＼

 
 
ろ
の
あ
り
な
し
を
み
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
二

 
 
よ
に
ふ
れ
ば
い
と
ゴ
う
さ
(
寛
う
き
、
応
け
き
)
の
み
(
み
の
)
し
ら
る
＼

 
 
に
(
を
)
け
ふ
の
な
が
め
に
水
ま
さ
ら
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
二
五

 
 
こ
ろ
し
て
も
猶
あ
か
ぬ
か
な
に
は
と
り
の
(
寛
ね
ぐ
ら
ど
り
、
応
ね
ぬ

 
 
鳥
の
)
お
り
ふ
し
し
ら
ぬ
け
さ
の
一
(
は
つ
)
こ
ゑ
 
 
 
 
 
三
三

 
 
あ
ふ
事
は
と
ま
れ
か
う
(
く
)
ま
れ
な
げ
か
じ
を
う
ら
み
た
え
せ
ぬ
な
か

 
 
と
な
り
な
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
〇

 
 
人
は
い
さ
わ
れ
は
わ
す
れ
ず
ほ
ど
(
日
を
)
ふ
れ
ど
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
あ
り

 
 
し
あ
ふ
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
二
二
で
は
「
ま
き
の
い
た
ど
」
が
正
し
い
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
。
そ
の

他
の
異
同
に
つ
い
て
は
優
劣
の
判
断
を
す
る
決
め
手
は
な
い
。
三
三
の
「
は

つ
こ
ゑ
」
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
を
言
う
の
が
通
例
で
あ
り
、
朝
の
鶏
の
声

に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
帥
宮
の
歌
で
あ
り
、
殺
害
す
る

意
の
「
殺
す
」
以
下
め
ず
ら
し
い
表
現
が
続
く
歌
で
あ
り
、
判
断
に
迷
う
の

で
あ
る
。
第
三
句
の
三
本
の
異
同
は
三
条
西
家
本
の
「
に
は
と
り
の
」
が
わ

か
り
や
す
い
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
ね
く
ら
と
り
」
と
か
「
ね
ぬ
鳥
の
」
に
誤

写
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
文
字
の
単
位
で
は
寛
元
本
と
応
永
本
に
「
ね
」

が
共
通
し
て
お
り
、
原
形
は
「
ね
」
で
始
ま
る
語
か
句
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
「
ね
ぐ
ら
ど
り
」
は
「
ね
ぐ
ら
」
(
巣
)
に
い
る
鳥
の
意
で
『
美
本
孜
』

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
に
(
梅
枝
)
、

 
 
か
す
み
だ
に
月
と
花
と
を
へ
だ
て
ず
は
ね
ぐ
ら
の
鳥
も
ほ
こ
ろ
び
な
ま

 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
新
大
系
三
P
一
五
八
)

の
例
が
あ
り
、
小
松
登
美
氏
『
和
泉
式
部
日
記
中
 
全
訳
注
』
(
昭
六
〇
・

講
談
社
)
も
『
公
重
書
』
三
八
四
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
 
あ
ら
な
に
や
ね
ぐ
ら
の
と
り
も
お
も
ふ
ら
む
こ
の
葉
ち
り
ぬ
る
秋
の
は

 
 
や
し
を

 
も
っ
と
も
伊
藤
氏
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
上
げ
る
「
ね
ぐ
ら
ど
り
」

の
用
例
が
近
世
の
も
の
で
あ
り
、
ね
ぐ
ら
に
い
る
鳥
な
ら
鳴
い
て
い
な
い
は

ず
な
の
に
こ
こ
で
は
鳴
い
て
い
る
か
ら
文
脈
上
か
ら
も
誤
っ
て
い
る
と
さ
れ
、

平
安
時
代
よ
り
も
後
の
書
写
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
推
測
し
て
お
ら
れ

(17)
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る
。
し
か
し
、
「
ね
ぐ
ら
」
の
語
は
『
源
氏
』
に
も
四
例
と
め
ず
ら
し
い
も

の
で
は
な
い
し
、
『
源
氏
』
の
ね
ぐ
ら
の
鳥
も
鳴
く
こ
と
が
推
量
さ
れ
て
い

る
の
で
、
寛
元
本
の
形
で
文
脈
上
お
か
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
小
松
氏
も
説

い
て
い
る
よ
う
に
、
中
古
の
語
と
し
て
も
あ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

は
お
そ
ら
く
寛
元
本
の
「
ね
ぐ
ら
ど
り
」
が
原
形
で
、
そ
れ
が
見
慣
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
た
め
に
、
「
に
は
と
り
の
」
や
「
ね
ぬ
鳥
の
」
に
誤
写
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

 
 
あ
さ
ま
し
や
の
り
の
山
ぢ
に
い
り
さ
し
て
宮
こ
の
か
た
へ
(
へ
い
ざ
と
)

 
 
た
れ
さ
そ
ひ
け
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
〇

 
 
秋
の
う
ち
は
(
に
)
く
と
は
て
ぬ
べ
し
こ
と
は
り
の
し
ぐ
れ
に
た
れ
か
袖

 
 
は
(
を
)
か
ら
ま
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
五

 
 
ま
ど
ろ
ま
で
あ
は
れ
い
く
(
か
)
に
な
り
ぬ
ら
ん
た
ゴ
か
り
が
ね
を
き
く

 
 
わ
ざ
に
し
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
六

 
 
よ
そ
に
て
も
君
ば
か
り
こ
そ
月
(
月
は
)
見
め
と
お
も
ひ
て
ゆ
き
し
け
さ

 
 
ぞ
く
や
し
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
三

 
 
時
雨
に
も
露
に
も
あ
て
ゴ
(
ら
で
)
ね
た
る
よ
を
(
も
)
あ
や
し
く
ぬ
る
＼

 
 
た
ま
く
ら
の
そ
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
七

 
 
ね
ぬ
る
夜
の
月
は
み
る
(
つ
)
や
と
け
さ
は
し
も
お
き
る
て
ま
て
ど
＼
ふ

 
 
人
も
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
三

 
 
写
し
れ
ず
(
ぬ
)
心
に
か
け
て
し
の
ぶ
る
を
(
を
ば
)
わ
す
る
と
や
お
も
ふ

 
 
た
ま
く
ら
の
袖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
九

 
 
も
の
(
も
の
も
)
い
は
で
や
み
な
ま
し
か
ば
か
け
て
だ
に
お
も
ひ
い
で
ま

 
 
し
や
手
枕
の
そ
で
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
〇

 
六
〇
は
式
部
の
五
九
「
こ
＼
う
み
に
を
の
が
心
も
こ
＼
う
み
ん
い
ざ
み
や

こ
へ
と
き
て
さ
そ
ひ
み
よ
」
に
対
す
る
返
歌
で
あ
り
、
「
い
ざ
み
や
こ
へ
と
」

を
承
け
た
共
通
本
文
に
分
が
あ
ろ
う
。
重
出
歌
群
動
九
一
も
そ
れ
と
同
じ
で

あ
る
。
式
部
の
手
習
の
よ
う
に
書
い
た
文
の
中
の
六
五
の
初
句
の
異
同
に
は

む
ず
か
し
い
問
題
が
あ
る
。
語
法
か
ら
す
れ
ば
問
題
な
く
「
秋
の
う
ち
に
」

で
、
日
記
重
出
歌
群
八
九
四
も
同
じ
な
の
だ
が
、
こ
の
手
習
の
歌
に
答
え
た

帥
宮
の
歌
六
九
は
「
秋
の
う
ち
は
く
ち
け
る
物
を
」
で
始
ま
っ
て
い
て
、
日

記
諸
本
特
に
異
同
は
な
い
。
こ
の
五
首
贈
答
歌
で
は
宮
の
答
歌
の
初
句
は
す

べ
て
式
部
の
歌
の
そ
れ
と
揃
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
三
条
西

家
本
の
形
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
三
条
西
家
本
に
よ
る
『
全

講
』
で
も
『
新
編
全
集
』
で
も
六
五
は
「
秋
の
う
ち
に
」
、
六
九
は
「
秋
の

う
ち
に
は
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
訳
は
「
秋
の
う
ち
に
」
の
本
文
か
ら

し
か
出
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
原
本
に
は
両
歌
共
「
秋
の
う
ち
に
」
と
あ
っ

た
も
の
が
、
早
い
段
階
で
六
九
が
「
秋
の
う
ち
は
」
と
誤
ら
れ
た
と
見
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
下
句
は
「
袖
を
」
の
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
六
六
で

は
重
出
歌
群
八
九
六
が
寛
元
本
と
応
永
本
と
の
共
通
本
文
と
同
じ
「
い
く
か
」

で
あ
る
の
が
看
過
で
き
な
い
。
こ
と
ば
の
上
で
は
ど
ち
ら
で
も
通
じ
、
「
ま

ど
ろ
ま
で
」
と
の
関
り
か
ら
は
「
い
く
よ
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も

一
見
思
え
る
の
だ
が
、
こ
の
「
ま
ど
ろ
ま
で
」
の
す
ぐ
後
だ
け
に
「
い
く
よ
」

か
ら
「
い
く
か
」
へ
の
不
注
意
な
誤
写
は
想
定
し
に
く
い
。
重
出
歌
群
と
一

致
す
る
「
い
く
か
」
が
原
形
で
、
三
条
西
家
本
の
書
写
者
が
語
呂
合
わ
せ
に

(18)



近
い
形
で
本
文
を
改
め
た
と
推
測
し
て
よ
い
。
三
条
西
家
本
に
よ
く
見
ら
れ

る
添
削
意
識
で
あ
る
。
七
三
と
七
七
と
は
判
断
が
で
き
な
い
。
八
三
で
は
、

「
ね
ぬ
る
夜
の
月
」
で
問
い
か
け
て
い
る
以
上
「
見
る
」
と
い
う
現
在
形
で

は
な
く
、
完
了
形
を
用
い
た
「
見
つ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
八
は
、

正
距
四
〇
四
で
は
、

 
 
人
し
れ
ず
心
に
か
け
て
し
の
ぶ
を
ば
ま
く
る
と
や
見
る
手
枕
の
袖

と
あ
り
、
初
句
は
三
条
西
家
本
に
第
三
句
は
寛
元
本
・
応
永
本
の
共
通
本
文

と
一
致
し
て
い
る
。
初
句
は
三
条
西
家
本
の
方
が
自
然
で
あ
り
、
そ
の
単
独

本
文
が
正
文
か
と
想
わ
れ
る
珍
し
い
例
で
あ
る
。
第
三
句
は
ど
ち
ら
で
も
通

じ
る
が
、
重
出
歌
と
同
じ
共
通
本
文
か
。
九
〇
は
判
断
を
保
留
す
る
し
か
な

い
。

 
 
神
無
月
よ
に
ふ
り
に
た
る
時
雨
と
や
廿
ふ
の
な
が
め
は
(
を
)
わ
か
ず
ふ

 
 
(
み
)
る
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九
八

 
 
う
つ
ろ
は
ぬ
と
き
は
の
山
も
紅
葉
せ
ば
い
ざ
か
し
ゅ
き
て
と
ふ
く
も

 
 
(
の
ど
く
と
)
み
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
三

 
 
や
ま
べ
に
も
(
寛
や
ま
人
は
。
応
や
ま
べ
に
は
)
車
に
の
り
て
行
べ
き

 
 
に
(
を
)
た
か
せ
の
舟
は
い
か
ゴ
よ
す
べ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
五

 
 
ね
ぬ
る
夜
の
ね
ざ
あ
の
夢
に
な
ら
ひ
て
ぞ
ふ
し
み
の
さ
と
は
け
さ
は
お

 
 
き
け
(
つ
)
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
〇
七

 
 
う
た
が
は
じ
な
を
(
ま
た
)
う
ら
み
じ
と
お
も
ふ
と
も
(
へ
ど
も
)
こ
＼
う

 
 
に
ご
＼
う
か
な
は
ざ
り
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
一
一

子
宮
の
贈
歌
九
八
は
「
さ
て
は
く
ち
お
し
く
こ
そ
」
と
い
う
消
息
文
に
続

い
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
と
て
も
残
念
で
す
、
と
い
う
こ
の
こ
と
ば
は
、

昨
夜
来
の
雨
は
わ
た
く
し
の
涙
の
添
う
た
も
の
な
の
に
、
十
月
に
は
つ
き
も

の
の
普
通
の
時
雨
と
区
別
で
き
ず
に
、
あ
な
た
は
今
日
の
長
雨
を
ご
覧
に
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
(
な
が
め
を
わ
か
ず
み
る
ら
ん
)
に
続
く
と
取
る
の

が
自
然
で
あ
る
。
三
条
西
家
本
の
形
で
読
め
ば
、
こ
の
本
に
よ
る
玉
井
幸
助

氏
『
新
註
』
の
よ
う
に
、

 
 
こ
れ
は
宮
が
心
な
き
時
雨
を
恨
み
、
且
、
式
部
に
対
し
て
貴
女
も
定
め

 
 
し
平
気
で
居
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
詠
み
か
け
ら
れ
た
も
の
。
時
雨

 
 
を
恨
む
方
で
は
「
今
日
の
長
雨
(
し
ぐ
れ
)
は
神
無
月
な
れ
ば
当
然
だ
と

 
 
い
ふ
気
で
我
が
心
を
も
弁
へ
ず
に
降
る
ら
し
い
」
の
意
で
あ
り
、
式
部

 
 
に
詠
み
か
け
ら
れ
た
心
と
し
て
は
「
私
は
こ
の
雨
で
楽
し
み
に
し
て
る

 
 
た
紅
葉
を
散
ら
さ
れ
て
残
念
に
想
う
て
み
る
け
れ
ど
貴
女
は
定
め
し
平

 
 
気
で
な
が
め
(
長
雨
に
か
け
て
あ
る
)
て
、
今
日
を
過
し
て
(
経
る
、

 
 
降
る
に
か
け
て
あ
る
)
居
る
の
で
せ
う
」

と
、
時
雨
を
恨
む
歌
で
そ
れ
に
か
け
て
式
部
を
も
恨
ん
で
い
る
と
解
し
て
い

る
。
三
条
西
家
本
の
形
を
「
ら
ん
」
に
注
意
し
て
正
確
に
読
め
ば
、
「
今
日

の
長
雨
は
私
の
物
思
い
の
涙
と
は
識
別
つ
か
ず
に
降
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

十
月
に
は
昔
か
ら
降
る
の
が
当
た
り
前
と
言
い
ふ
る
さ
れ
て
い
る
時
雨
だ
か

ら
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
時
雨
へ
の
恨
み
な
ど
は
読

め
な
い
。
ま
し
て
女
へ
の
恨
み
を
か
け
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
『
新
註
』

以
後
女
へ
の
恨
み
説
は
多
い
が
、
応
永
本
の
本
文
と
後
続
文
の
影
響
を
受
け

た
読
み
で
あ
ろ
う
。
一
〇
三
は
、
共
通
本
文
の
「
の
ど
く
と
」
が
『
更
級
』

(19)
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や
『
狭
衣
』
に
も
見
え
る
語
(
の
ど
か
に
、
ゆ
っ
た
り
と
)
で
、
こ
こ
に
ふ

さ
わ
し
い
。
三
条
西
家
本
の
「
と
う
一
も
」
は
通
説
の
よ
う
に
「
問
ふ
問

ふ
も
」
(
た
ず
ね
た
ず
ね
)
か
尾
崎
知
光
氏
『
和
泉
式
部
日
記
考
注
』
(
昭
二

九
・
文
京
書
院
)
の
説
く
「
疾
う
疾
う
も
」
(
早
速
)
だ
ろ
う
が
、
共
通
本

文
の
方
に
及
ば
な
い
。
重
出
歌
『
正
集
』
四
一
〇
は
下
の
句
が
「
い
か
が
ゆ

き
て
の
こ
と
こ
と
に
見
ん
」
で
意
味
が
通
じ
な
い
。
一
〇
五
の
初
句
、
寛
元

本
の
「
や
ま
人
」
の
「
人
」
が
「
へ
」
の
単
純
な
誤
写
で
あ
る
こ
と
は
動
く

ま
い
が
、
助
詞
の
部
分
は
「
に
も
」
で
は
な
く
「
に
は
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
や
ま
べ
に
は
舟
で
は
な
く
車
で
行
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
三
句
あ
の

異
同
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
。
一
〇
七
も
同
じ
。
一
＝
の
第
二

句
は
三
条
西
家
本
に
よ
る
『
新
註
』
で
は
「
更
に
又
」
と
「
ま
た
」
の
本
文

に
引
か
れ
、
『
全
講
』
で
は
「
な
ほ
」
を
省
略
し
て
訳
し
て
い
る
。
『
新
編
全

集
』
は
「
や
は
り
」
だ
が
、
共
通
本
文
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
第
三
句
、

三
条
西
家
本
の
「
と
も
」
は
逆
接
の
仮
定
条
件
を
示
す
助
詞
で
あ
り
、
結
び

の
「
け
り
」
と
あ
わ
な
い
。

 
 
お
き
な
が
ら
あ
か
せ
る
霜
の
あ
し
た
こ
そ
ま
さ
れ
る
も
の
は
世
に
な
か

 
 
り
け
れ
(
け
り
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
一
九

 
 
我
ひ
と
り
お
も
ふ
お
も
ひ
は
(
寛
思
ふ
は
お
も
ふ
、
応
お
も
ふ
は
思
)
か

 
 
ひ
も
な
し
お
な
じ
こ
＼
う
に
君
も
あ
ら
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
一
二
〇

 
 
た
え
し
こ
ろ
た
え
ね
と
思
し
た
ま
の
を
の
(
を
)
君
に
よ
り
又
お
し
ま
る
＼

 
 
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
二
二

 
 
た
ま
の
を
の
(
は
)
た
え
ん
も
の
か
は
ち
ぎ
り
を
き
(
て
)
し
な
か
に
(
き
)

 
 
こ
＼
ろ
は
む
す
び
こ
め
て
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
二
三

 
 
神
話
よ
り
ふ
り
は
て
に
け
る
雪
な
れ
ば
(
ど
)
け
ふ
は
こ
と
に
も
あ
づ
ら

 
 
し
き
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
二
四

 
一
一
九
で
は
第
三
句
に
「
こ
そ
」
が
あ
る
か
ら
そ
の
結
び
で
三
条
西
家
本

の
「
け
れ
」
が
正
し
い
と
言
え
そ
う
だ
が
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
第
二
句

の
「
こ
そ
」
が
応
永
本
で
は
「
よ
り
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

な
ら
結
び
は
「
け
り
」
で
問
題
は
な
い
。
重
出
歌
四
一
八
も
応
永
本
と
同
じ

で
、
前
述
の
よ
う
に
応
永
本
の
単
独
異
文
は
正
文
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
か

ら
、
こ
の
歌
で
は
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
の
共
通
祖
本
が
「
こ
そ
」
を
「
よ

り
」
に
誤
っ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
一
二
〇
に
つ
い
て
は

判
断
は
保
留
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
二
二
で
は
「
お
し
ま
る
る
」
と
い
う

自
発
の
助
動
詞
に
つ
な
が
る
の
は
「
た
ま
の
を
の
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、

重
出
歌
四
二
〇
も
三
条
西
家
本
と
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
応
永

本
系
統
の
諸
本
間
に
も
異
同
が
あ
る
。
京
大
本
な
ど
と
は
別
系
統
で
そ
の
単

独
異
文
で
も
応
永
本
系
祖
本
の
形
を
伝
え
る
可
能
性
の
あ
る
書
陵
部
本
は

「
の
」
で
あ
り
、
京
大
本
と
享
禄
奥
書
本
系
の
大
阪
府
立
図
書
館
本
に
は

「
を
」
に
「
の
イ
」
と
傍
ら
書
し
て
い
る
。
応
永
本
の
祖
本
は
三
条
西
家
本
.
 

正
集
と
同
形
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
こ
こ
は
三

条
西
家
本
の
単
独
異
文
で
は
な
く
な
り
、
寛
元
本
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
二
二
三
も
応
永
本
系
統
の
事
情
は
同
じ
で
、
書
陵
部
本
「
玉
の
お
の
」
、

京
大
本
・
大
阪
府
立
図
書
館
本
に
は
「
の
イ
」
の
傍
書
が
あ
り
、
第
三
句
も

書
陵
部
本
「
ち
ぎ
り
お
き
し
」
で
、
京
大
本
・
府
立
図
書
館
本
と
も
「
て
し
」
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の
傍
ら
に
「
お
き
し
イ
」
と
あ
る
。
わ
た
く
し
は
第
三
句
ま
で
は
応
永
本
系

祖
本
は
三
条
西
家
本
と
異
同
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
第
四
句
共
通
本

文
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
だ
け
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
二
四
の
「
ふ
り
は

て
」
に
は
「
降
り
果
て
」
に
「
古
り
果
て
」
が
か
け
て
あ
る
だ
ろ
う
。
「
な

れ
ば
」
で
、
神
代
の
昔
か
ら
降
り
(
古
り
)
果
て
て
し
ま
っ
た
雪
だ
か
ら
京

は
特
に
珍
し
く
思
わ
れ
る
と
い
う
の
は
論
理
が
お
か
し
く
、
『
新
編
全
集
』

は
寛
元
本
・
応
永
本
に
従
っ
て
「
な
れ
ど
」
と
改
め
て
い
る
。
三
条
西
家
本

「
ふ
り
ハ
て
に
け
る
」
の
小
字
の
「
ハ
」
を
「
い
」
と
読
ん
だ
『
新
註
』
は

別
と
し
て
、
『
全
講
』
が
「
～
雪
だ
か
ら
 
 
何
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
は
な

い
は
ず
だ
が
 
 
、
」
と
す
る
な
ど
、
「
な
れ
ば
」
で
は
解
釈
し
が
た
い
の
で

あ
る
。

 
 
う
つ
＼
と
も
お
も
は
ざ
ら
な
ん
ね
ぬ
る
よ
の
ゆ
め
に
見
え
つ
る
う
き
ご

 
 
と
そ
＼
(
と
も
)
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
三
三

 
 
ほ
ど
し
ら
ぬ
い
の
ち
ば
か
り
ぞ
さ
だ
め
な
き
ち
ぎ
り
て
か
は
す
(
し
こ

 
 
と
は
)
す
み
よ
し
(
す
み
の
江
)
の
松
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
三
四

 
 
梅
は
＼
や
さ
き
に
け
り
と
て
お
れ
ば
ち
る
花
と
そ
雪
の
ふ
れ
ば
(
る
は
)

 
 
み
え
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
四
〇

 
 
冬
の
夜
の
(
は
)
め
さ
へ
こ
ほ
り
に
と
ち
ら
れ
て
あ
か
し
が
た
き
を
あ
か

 
 
し
つ
る
か
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
四
二

 
＝
壬
二
と
＝
二
四
の
二
つ
の
異
同
は
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
。
『
和
泉
式
部

集
』
に
は
二
七
二
(
三
七
一
に
重
出
)
に
「
住
の
江
の
松
」
が
あ
り
、
「
住

吉
の
松
」
は
な
い
。
一
四
〇
と
一
四
二
に
つ
い
て
は
、
重
出
歌
四
二
八
・
四

二
九
の
そ
れ
ぞ
れ
が
寛
元
本
と
応
永
本
の
共
通
本
文
と
一
致
し
て
い
る
し
、

こ
と
ば
の
続
き
具
合
も
そ
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。

 
以
上
三
条
西
家
本
の
本
文
が
寛
元
本
・
応
永
本
の
共
通
本
文
と
異
な
る
箇

所
四
八
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
半
分
の
二
四
例
は
、
共
通
本
文

の
方
が
語
法
的
に
正
し
い
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
見
て
分
が
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
語
法
上
三
条
西
家
本
の
形
が
正
し
い
と
い
う
例
と
し
て

は
、
＝
九
の
、

 
 
お
き
な
が
ら
あ
か
せ
る
霜
の
あ
し
た
こ
そ
ま
さ
れ
る
も
の
は
世
に
な
か

 
 
り
け
れ
(
り
)

の
例
が
あ
る
が
、
第
三
句
は
応
永
本
に
は
「
あ
し
た
よ
り
」
と
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
が
原
型
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
三
条
西
家
本
の

「
け
れ
」
も
語
法
的
に
は
合
っ
て
い
る
が
、
「
こ
そ
…
…
け
れ
」
と
い
う
形
が

誤
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
今
こ
こ
で
は
判
断
不
能
の
箇
所
と
し
て
数
え
た
。

そ
の
他
六
五
「
秋
の
う
ち
は
」
(
共
通
本
文
「
秋
の
う
ち
に
」
)
の
よ
う
に
、

帥
宮
の
五
首
重
ね
の
返
歌
と
の
対
応
か
ら
三
条
西
家
本
の
形
が
正
文
と
見
え

る
も
の
の
、
原
本
ま
で
遡
れ
ば
共
通
本
文
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
判
断
不
能
も
し
く
は
判
断
留
保
箇
所
を

二
三
と
数
え
る
。
三
条
西
家
本
が
正
文
か
と
見
た
の
は
八
九
で
、
「
人
し
れ

ず
心
に
か
け
て
」
の
初
句
が
共
通
本
文
の
「
人
し
れ
ぬ
」
よ
り
自
然
で
『
正

集
』
の
重
出
歌
と
も
一
致
し
て
い
る
例
だ
け
で
あ
っ
た
。

 
今
は
意
図
的
に
和
歌
の
場
合
だ
け
に
限
定
し
た
の
だ
が
、
寛
元
本
と
応
永

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
・
続
稿
 
-
和
歌
の
場
合
1
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本
と
が
一
致
し
て
三
条
西
家
本
だ
け
が
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
単
独
異
文

の
約
半
分
が
誤
り
か
不
穏
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
推
測

す
る
な
ら
ば
、
判
断
不
能
と
し
た
例
の
多
く
も
三
条
西
家
本
の
単
独
本
文
は

誤
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
傾
向
は
、
和
歌
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
地
の
文
も
含
あ
た
『
日
記
』
全

体
に
及
ぼ
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
今
回
の
調
査
の
結
果
も

三
系
統
本
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
の
考
え
方
の
正
し
さ
を
実
証
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

 
む
ろ
ん
、
本
文
の
細
部
に
一
々
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
は
、
作
品
を
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
系
統
の
本
を
底
本
と
し
て
校
訂
し
た
テ
キ
ス
ト

 
 
普
及
度
か
ら
し
て
三
条
西
家
本
を
底
本
に
し
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

う
 
 
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
他
系
統
の
本

文
に
は
た
え
ず
注
意
を
は
ら
い
、
論
点
と
深
く
関
わ
る
異
同
に
つ
い
て
は
注

記
し
た
り
、
改
定
し
た
り
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
一
つ
の

目
安
と
し
て
、

 
①
寛
元
本
と
応
永
本
が
一
致
し
て
い
る
と
き
、
三
条
西
家
本
の
単
独
本
文

 
 
は
信
用
で
き
な
い
。

 
②
同
様
に
、
三
条
西
家
本
と
応
永
本
と
が
一
致
し
て
い
る
と
き
の
寛
元
本

 
 
の
本
文
も
信
用
で
き
な
い
。

 
③
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
と
が
一
致
し
て
い
る
と
き
の
応
永
本
の
本
文
に

 
 
は
信
頼
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。

と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
論
な
の
だ
が
、
こ
の
論
の
採
否
の
判
断
が
で
き
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
三
条
西
家
本
の
単
独
本
文
に
は
疑
問
が

多
い
こ
と
だ
け
は
、
考
慮
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。

注
1
 
本
論
成
稿
後
、
中
島
尚
氏
の
『
和
泉
式
部
日
記
全
注
釈
』
が
出
た
(
平

 
 
一
四
・
一
〇
 
笠
間
書
院
)
。
「
三
条
西
家
旧
蔵
本
を
主
底
本
と
し
て
翻
刻
、

 
 
応
永
本
と
寛
元
本
を
対
比
さ
せ
た
注
解
で
あ
る
」
(
凡
例
)
。

 
2
 
和
泉
式
部
日
記
三
系
統
本
の
性
格
 
序
説
 
国
学
院
雑
誌
 
昭
三
六
.
 

 
 
六
。
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
(
昭
五
二
 
笠
間
書
院
)
に
も
所
収
。

 
3
 
A
『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
本
論
再
説
 
国
学
院
大
学
院
友
学
一
振

 
 
興
会
編
『
新
国
学
の
諸
相
』
所
収
。
平
八
・
六
 
お
う
ふ
う
。
B
『
和
泉

 
 
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
 
日
本
文
学
研
究
 
三

 
 
一
 
平
八
・
一
。

 
4
 
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立
 
今
井
卓
爾
監
修
 
女
流
日
記
文
学
講
座

 
 
三
『
和
泉
式
部
日
記
 
紫
式
部
日
記
』
所
収
 
平
三
 
勉
誠
社
 
ほ
か
。

 
5
 
森
田
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
第
二
章
参
照
。

 
6
 
注
2
・
3
A
に
同
じ
。

 
7
 
『
和
泉
式
部
日
記
伝
本
丁
』
 
昭
五
六
 
桜
楓
社
。

 
8
 
注
4
に
同
じ
。

 
9
 
注
3
A
に
同
じ
。

(22)


