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『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
慰
め
を
求
め
あ
う
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
姿
が
数
多

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

く
描
か
れ
て
い
る
。
「
慰
む
」
、
「
慰
め
」
な
ど
は
、
同
じ
平
安
朝
の
日
記
文
学

『
蜻
蛉
日
記
』
に
三
例
、
『
更
級
日
記
』
に
六
例
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、

両
作
品
よ
り
短
い
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
十
三
丁
目
多
出
し
て
い
る
。
『
蜻

蛉
日
記
』
に
は
作
者
の
心
情
を
表
す
用
例
は
な
い
。
『
更
級
日
記
』
の
三
例
は

作
者
が
物
語
、
宮
仕
え
、
物
詣
で
な
ど
「
新
鮮
で
、
非
日
常
的
な
も
の
に
触
れ

て
、
心
が
晴
れ
晴
れ
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
和
泉
式
部

日
記
』
に
は
作
者
和
泉
が
ほ
と
ん
ど
の
「
慰
む
」
を
帥
宮
と
の
交
情
の
上
で
用

い
て
お
り
、
「
慰
む
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
特
徴

や
作
者
の
状
況
が
よ
く
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
慰
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
『
蜻

蛉
日
記
』
。
新
鮮
な
経
験
に
よ
り
「
心
」
の
慰
む
『
更
級
日
記
』
。
そ
れ
に
対
し

て
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
も
っ
ぱ
ら
帥
宮
と
の
交
情
を
通
じ
て
の
み
慰
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
ま
た
、
「
慰
む
」
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
だ
け
で
は
な
く
、
和
泉
式
部
の
歌
集
、

『
和
泉
式
部
集
』
『
和
泉
式
部
続
集
』
に
廿
三
首
（
詞
書
の
二
例
を
含
む
）
、
特
に
、

い
わ
ゆ
る
帥
宮
挽
歌
群
の
八
首
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
「
慰
む
」
と
い
う
言
葉

は
彼
女
が
三
宮
と
の
関
連
で
よ
く
使
っ
て
い
る
の
で
、
二
人
の
恋
愛
の
世
界
が

記
さ
れ
て
い
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
の
が
分
か
る
。

す
で
に
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
」
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ

て
い
る
燵
、
た
だ
、
「
つ
れ
づ
れ
」
の
ほ
う
に
考
察
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
慰
む
」
は
「
つ
れ
づ
れ
」
を
伴
わ
な
い
で
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も

多
い
の
で
、
「
つ
れ
づ
れ
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
も
踏
ま
え
、
こ
の
作
品
を
「
慰

む
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
考
察
し
て
い
く
。

 
「
か
た
ら
ひ
」
や
和
歌
の
贈
答
1
そ
れ
は
歌
に
よ
る
「
か
た
ら
ひ
」
と
も

言
え
る
が
 
 
な
ど
で
「
つ
れ
づ
れ
」
、
無
常
、
「
世
の
中
」
を
慰
め
よ
う
と
す

る
和
泉
と
帥
宮
と
の
姿
を
追
っ
て
い
く
。
す
る
と
、
「
か
た
ら
ひ
」
で
「
慰
め
」

を
求
め
る
二
人
の
恋
愛
の
性
格
、
贈
答
歌
が
二
人
の
恋
愛
を
進
展
さ
せ
る
不
可

欠
の
要
素
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
作
品
の
特
質
（
『
和
泉
式
部
日
記
』
を

書
い
た
作
者
和
泉
の
思
い
な
ど
が
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

皿

ま
ず
、
「
慰
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
次
の
表
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（
三
）

の
と
お
り
で
あ
る
。

時
期

例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文

備
 
 
三

一

四
月

か
く
て
、
し
ば
く
の
た
ま
は
す
る
、
御

一
四
頁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
返
も
時
々
聞
え
さ
す
。
つ
れ
ぐ
も
少
し
慰

地
の
文

1
む
心
地
し
て
過
ぐ
す
。

（
和
泉
）

二

又
御
文
あ
り
。
こ
と
ば
な
ど
少
し
こ
ま
や

か
に
て
、

語
ら
は
ば
慰
む
こ
と
も
あ
り
ゃ
せ
ん
い

一
五
頁

ふ
か
ひ
な
く
は
思
は
ざ
ら
な
ん

宮
の
歌

あ
は
れ
な
る
御
物
語
聞
え
さ
せ
に
、
暮
に
は

い
か
f
」
と
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、

三

慰
む
と
聞
け
ば
か
た
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど

和
泉
の
歌

、
身
の
う
き
こ
と
そ
い
ふ
か
ひ
も
な
き

『
生
ひ
た
る
藍
』
に
て
、
か
ひ
な
く
や
」
と

聞
え
つ
。

四

四
月

か
・
れ
ど
も
お
ぼ
つ
か
な
く
も
思
ほ
え

二
〇
頁

ず
こ
れ
も
昔
の
え
に
こ
そ
あ
る
ら
め

手
紙
文

と
思
ひ
給
ふ
れ
ど
、
慰
め
ず
は
、
つ
ゆ
」
と

（
和
泉
）

聞
え
た
り
。

五

六
月

宮
も
、
い
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
、
つ
れ
ぐ
の

三
九
頁

慰
め
に
と
は
お
ぼ
す
に
、
あ
る
人
々
聞
ゆ
る

地
の
文

や
う
、

（
宮
）

六
七

七
月
八
月

 
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
か
や
ヶ
の
は
か
な
し
事
に
、
世
の
中
を
慰
め
一
て
あ
る
も
、
う
ち
思
へ
ば
あ
さ
ま
し
う
。
 
か
・
る
ほ
ど
に
、
八
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
れ
み
＼
も
慰
め
む
と
て
、
石
山
に
詣
で
て
七
日
ば
か
り
も
・
あ
ら
ん
と
て
、
詣
で
ぬ
。

四
四
～
四
五
頁
地
の
文
 
 
（
和
泉
）

八

十
月

行
な
ひ
な
ど
す
る
に
だ
に
、
た
“
一
人
あ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
ば
、
同
じ
心
に
物
語
聞
え
て
あ
ら
ば
、
慰
む
こ
と
や
あ
る
、
と
思
ふ
な
り

六
二
頁
会
話
文
（
宮
）

九

十
月

な
ど
い
ひ
て
、
あ
り
し
ょ
り
は
時
々
お
は
し
ま
し
な
ど
す
れ
ば
、
こ
よ
な
く
つ
れ
み
＼
も
1
慰
む
心
地
す
。

七
三
頁
地
の
文
 
 
（
和
泉
）

十

十
月

慰
む
る
君
も
あ
り
と
は
思
へ
ど
も
猶
夕
暮
は
物
ぞ
か
な
し
き

八
六
頁
 
和
泉
の
歌

十
一

＝
一
月

九
二
頁
地
の
文
 
 
（
和
泉
）

十
二

十
二
月
な
ど
い
ふ
程
に
、
例
の
つ
れ
ぐ
な
ぐ
さ
め
一
て
過
ぐ
す
そ
、
い
と
は
か
な
き
や
。

九
七
頁
地
の
文
 
 
（
和
泉
）
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三

百
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ｬ
て
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二
人
が
出
会
っ
て
ま
も
な
い
頃
、
帥
宮
は
兄
宮
を
表
に
出
し
て
和
泉
に
関
心

を
示
し
、
二
人
の
問
に
二
回
の
贈
答
が
あ
っ
た
後
に
、
例
一
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

 
 
 
か
く
て
、
し
ば
く
の
た
ま
は
す
る
、
御
返
も
時
々
聞
え
さ
す
。
つ
れ

 
 
ぐ
も
少
し
慰
む
心
地
し
て
過
ぐ
す
。

 
帥
宮
と
の
贈
答
で
和
泉
の
「
つ
れ
づ
れ
」
が
慰
む
場
面
で
あ
る
。
『
源
氏
物

 
 
 
 

語
』
に
も
柏
木
の
死
後
、
落
葉
の
宮
の
母
、
御
息
所
が
夕
霧
の
訪
問
で
「
つ

れ
づ
れ
」
が
慰
め
ら
れ
る
場
面
「
今
は
い
よ
い
よ
も
の
さ
び
し
き
御
つ
れ
づ
れ

を
、
絶
え
ず
訪
れ
た
ま
ふ
に
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
，
多
か
り
」
（
夕
霧
）
が
見

え
る
。
こ
れ
ら
の
「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
人
間
の
死
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、

単
な
る
手
持
ち
無
沙
汰
と
は
違
う
。
例
一
の
「
つ
れ
づ
れ
」
と
は
兄
宮
、
弾
正

宮
と
の
死
別
後
、
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
歎
き
わ
び
つ
・
明
か
し
暮

ら
す
」
（
一
一
）
和
泉
の
感
じ
続
け
る
孤
独
感
、
寂
蓼
感
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
「
恐
ら
く
数
回
の
交
渉
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
次

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

の
『
又
御
ふ
み
あ
り
』
ま
で
数
日
を
経
過
し
た
こ
と
」
に
な
る
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
す
ぐ
前
、
宮
か
ら
の
贈
歌
に
対
し

て
「
慣
ら
は
ぬ
つ
れ
る
＼
の
わ
り
な
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
は
か
な
き
こ
と
も
目
と
f

ま
り
て
」
（
一
四
）
和
泉
が
返
歌
を
す
る
場
面
を
直
接
承
け
る
も
の
で
あ
り
、

た
だ
数
日
間
の
出
来
事
の
記
述
で
は
な
く
、
帥
宮
と
出
会
っ
て
か
ら
何
回
か
特

「
慰
む
」
を
通
し
て
み
た
『
和
泉
式
部
日
記
』

定
は
で
き
な
い
が
、
今
ま
で
の
贈
答
に
つ
い
て
和
泉
の
心
情
を
ま
と
め
て
表
し

て
い
る
と
言
え
る
。

 
例
一
の
地
の
文
の
す
ぐ
後
の
、
三
宮
の
贈
旧
例
二
、
和
泉
の
返
歌
例
三
に
も

「
慰
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

 
 
語
ら
は
ば
慰
む
こ
と
も
あ
り
ゃ
せ
ん
い
ふ
か
ひ
な
く
は
思
は
ざ
ら
な
ん

 
 
慰
む
と
聞
け
ば
か
た
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
身
の
う
き
こ
と
そ
い
ふ
か
ひ
も
な

 
 
き

 
こ
こ
は
亡
き
兄
宮
の
面
影
が
二
人
に
色
こ
く
残
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

そ
の
追
憶
に
ふ
け
っ
て
、
孤
独
感
、
寂
誤
訳
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
和
泉
の
心
が

話
を
す
れ
ば
「
慰
む
」
の
で
は
な
い
か
と
帥
宮
は
歌
い
か
け
る
。
贈
歌
で
帥
宮

は
「
慰
む
」
の
主
体
を
和
泉
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
和
泉
は
お
互
い
が
「
慰

む
」
と
と
っ
て
自
分
は
話
の
相
手
に
な
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
と
切
り
返
し
て

い
る
。
し
か
し
、
歌
で
は
断
っ
て
い
る
も
の
の
、
結
局
そ
の
日
、
帥
宮
を
受
け

入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
二
、
例
典
は
直
接
に
話
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
慰

む
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
は
こ
れ
か
ら
の
二
人
の
交
情
が
「
慰
め
」
を
求

め
あ
う
こ
と
に
な
る
の
を
あ
ら
か
じ
め
暗
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
贈
答
の
よ
う
に
、
「
語
ら
ひ
」
に
よ
っ
て
「
慰
む
」
と
い
う
こ
と
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
泉
の
歌
集
『
和
泉
式
部
集
』
『
和
泉
式
部
続
集
』
の
四
首
に
も
み
ら
れ
る
。

 
 
慰
め
に
み
つ
か
ら
ゆ
き
て
語
ら
は
ん
憂
き
世
の
外
に
知
る
人
も
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
六
六
）

 
 
こ
こ
ろ
み
に
い
ざ
語
ら
は
ん
世
の
中
の
こ
れ
に
な
ぐ
さ
む
事
や
あ
る
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
〇
二
）

 
九
六
六
番
の
歌
は
遷
宮
挽
歌
群
の
一
首
で
あ
る
。
帥
宮
と
の
恋
愛
が
「
語
ら

は
ば
慰
む
こ
と
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
帥
宮
を
失
っ
た
今
、
こ
の
世
は
以
前

（67）



よ
り
も
い
っ
そ
う
「
憂
き
世
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
語
り
合
う
人
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
人
を
探
し
求
め
、
語
り
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
募
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
帥
宮
挽
歌
群
に
「
か
た
ら
ひ

し
」
帥
宮
を
恋
し
く
思
い
、
悲
し
む
歌
、
「
語
ら
ひ
し
声
ぞ
恋
し
き
悌
は
あ
り

し
そ
な
が
ら
物
も
言
は
ね
ば
」
（
九
五
六
）
「
目
に
見
え
て
悲
し
き
物
は
語
ら
ひ
．

し
其
の
人
な
ら
ぬ
涙
な
り
け
り
」
（
九
五
七
）
が
見
え
る
。

 
七
〇
二
番
の
歌
は
「
語
ら
は
む
」
と
い
う
男
性
に
送
っ
た
歌
で
、
「
か
た
ら
ひ
」
、

恋
に
よ
り
「
慰
む
」
と
い
う
和
泉
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、
恋
人
で
は
な
く
、
た
だ
の
友
達
と
の
「
語
ら
ひ
」
に
よ
っ
て
「
慰
む
」

と
い
う
歌
も
み
え
る
。

 
 
語
ら
へ
ば
な
ぐ
さ
む
事
も
あ
る
も
の
を
忘
れ
や
し
な
ん
恋
の
ま
ぎ
れ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
七
四
）

 
 
語
ら
へ
ば
慰
み
ぬ
ら
ん
面
し
れ
ず
わ
が
思
ふ
事
を
誰
に
言
は
ま
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
三
四
九
）

 
一
七
四
番
の
歌
は
女
へ
の
贈
歌
の
代
詠
を
求
め
元
男
友
達
に
、
そ
の
歌
を
送

る
つ
い
で
に
送
っ
た
も
の
で
、
恋
仲
で
は
な
く
て
も
、
「
語
ら
へ
ば
な
ぐ
さ
む
」

こ
と
も
あ
る
と
歌
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
三
四
九
番
の
歌
は
女
友
達
が
二
一
二
人

お
し
ゃ
べ
り
す
る
の
を
見
て
、
自
分
の
悩
み
は
誰
に
打
ち
明
け
た
ら
よ
い
の
か

と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
和
泉
の
歌
に
は
、
あ
ふ
れ
る
何
か
を
つ
ね
に
誰

か
に
話
し
、
打
ち
明
け
た
い
、
そ
し
て
、
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
彼
女

の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
歌
に
み
え
る
「
語
ら
へ
ば
」
「
語
ら
は
ば
」
に
「
慰
む
」
が
接
続

す
る
用
例
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
和
泉
式
部
以
前
の
歌

に
は
見
当
た
ら
な
い
の
に
、
和
泉
が
よ
く
使
っ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
和
泉
は
「
恋
人
、
異
性
の
友
達
、
女
友
達
さ
う
し
た
様
々
な
親
し
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
 

人
人
と
の
・
「
語
ら
ひ
」
に
慰
め
を
求
め
、
感
じ
る
性
格
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
も
、
帥
宮
を
失
っ
た
悲
し
み
を
二
人
の
恋
愛
に

つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
り
、
慰
め
ら
れ
た
い
と
い
う
契
機
か
ら
執
筆
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
十
月
頃
、
昼
間
宮
は
和
泉
の
所
を
訪
れ
、
連
歌
を
詠
み
あ
い
、
宮
心
入
り
を

勧
め
る
。
そ
の
後
、
葛
城
の
橋
を
歌
材
に
し
た
贈
答
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ

く
地
の
文
に
「
慰
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
例
証
で
あ
る
。

 
 
 
 
行
な
ひ
の
験
も
あ
ら
ば
葛
城
の
は
し
た
な
し
と
て
さ
て
や
や
み
な
ん

 
 
な
ど
い
ひ
て
、
あ
り
し
ょ
り
は
時
々
お
は
し
ま
し
な
ど
す
れ
ば
、
こ
よ
な

 
 
く
つ
れ
ぐ
も
慰
む
心
地
す
。

 
こ
れ
は
三
一
の
よ
う
に
、
帥
宮
と
の
交
情
で
自
然
に
「
つ
れ
づ
れ
」
の
「
慰

む
」
和
泉
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
「
つ
れ
づ
れ
」
が
十
六
例
、
「
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ

さ
め
」
乏
し
て
は
六
例
使
わ
れ
、
そ
の
中
の
五
例
が
和
泉
の
状
態
で
あ
る
ゆ

 
こ
の
作
品
に
は
「
つ
れ
づ
れ
」
の
思
い
が
冒
頭
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
貫
し
て

流
れ
て
お
り
、
帥
宮
邸
に
入
っ
た
和
泉
が
自
分
の
家
で
の
こ
と
を
「
つ
れ
ぐ

な
り
し
古
里
」
（
一
〇
二
）
と
思
い
出
す
場
面
も
あ
る
。
「
つ
れ
づ
れ
」
に
つ
い

て
、
清
水
文
雄
氏
は
客
観
的
把
握
に
因
る
「
孤
独
」
な
状
態
と
、
自
己
凝
視
に

よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
「
孤
独
」
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
内
省
さ
れ
た
と
き
感

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

ず
る
主
体
の
心
情
と
し
て
の
「
孤
独
感
」
と
に
ま
た
が
る
状
態
を
意
味
す
る

と
す
る
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
場
合
、
「
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
」
」
の
「
つ
れ
づ
れ
」

の
五
例
は
、
帥
宮
と
の
忍
び
恋
を
重
ね
て
い
く
和
泉
を
取
り
巻
く
「
孤
独
」
な

状
態
と
、
そ
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
彼
女
が
感
じ
る
孤
独
感
と
を
意
味
す
る
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の
で
あ
る
。
六
一
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
背
景
に
は
亡
き
宮
の
影
が
あ
る
と
す
で

に
述
べ
た
が
、
こ
の
例
九
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
和
泉
が
宮
と
の
恋
の
最
中
に
依

然
と
し
て
感
じ
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
帥
宮
と
の
交
情

L
宮
の
訪
問
で
慰
め
ら
れ
る
と
い
う
成
り
行
き
に
な
る
。
単
一
は
二
人
が
出

会
っ
て
ま
も
な
い
頃
で
、
「
少
し
」
「
慰
む
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二

人
の
恋
愛
が
深
ま
っ
た
十
月
頃
、
特
に
贈
歌
だ
け
で
は
な
く
、
宮
自
身
が
今
ま

で
よ
り
し
ば
し
ば
訪
れ
る
一
そ
れ
は
宮
と
直
接
に
語
り
あ
え
る
こ
と
で
あ
る

一
の
で
「
こ
よ
な
く
慰
む
」
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

 
こ
の
例
九
は
前
に
取
り
あ
げ
た
例
一
の
よ
う
に
、
日
々
の
経
過
と
共
に
あ
る

時
期
ま
で
の
二
人
の
交
情
を
総
括
し
て
、
和
泉
の
心
の
状
態
を
表
す
も
の
と
し

て
「
慰
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
例
は
、
あ
る
具
体
的
な
場
面
で

は
な
く
、
帥
宮
と
の
歌
の
贈
答
や
宮
自
身
の
訪
れ
に
よ
っ
て
孤
独
が
紛
れ
る
と

い
う
彼
女
の
心
の
状
態
を
ひ
っ
く
る
め
て
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

個
々
の
事
実
の
記
述
よ
り
も
っ
と
和
泉
の
心
情
を
正
確
に
代
弁
し
て
く
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
、
引
き
歌
を
用
い
、
慰
め
ら
れ
た
い
気
持
ち
を
表
し
た
手
紙
文
、
例
四

が
あ
る
。

 
 
 
．
か
〉
れ
ど
も
お
ぼ
つ
か
な
く
も
思
ほ
え
ず
こ
れ
も
昔
の
え
に
こ
そ
あ

 
 
 
 
る
ら
め

 
 
と
思
ひ
給
ふ
れ
ど
、
慰
め
ず
は
、
つ
ゆ
」
と
聞
え
た
り
。

 
二
人
は
出
会
い
、
契
り
を
結
び
、
後
朝
の
歌
を
詠
み
交
わ
す
。
亡
き
宮
を
哀

惜
す
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
弟
宮
の
恋
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
思
い
乱
れ
る
和

泉
。
い
つ
も
の
小
舎
人
童
が
訪
れ
る
が
、
宮
か
ら
の
便
り
は
な
い
。
帰
る
小
舎

人
童
に
和
泉
は
歌
を
託
す
。
宮
は
彼
女
を
「
げ
に
い
と
ほ
し
う
」
と
思
う
も
の

「
慰
む
」
を
通
し
て
み
た
『
和
泉
式
部
日
記
』

の
、
北
の
方
へ
の
遠
慮
や
彼
女
に
対
す
る
噂
を
気
に
し
て
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
。

例
四
は
宮
の
歌
「
ひ
た
ぶ
る
に
待
つ
と
も
い
は
ば
や
す
ら
は
で
ゆ
く
べ
き
も
の

を
君
が
家
路
に
」
に
対
す
る
和
泉
の
返
事
で
あ
る
。
「
慰
め
ず
は
、
つ
ゆ
」
は
「
慰

む
る
言
の
葉
に
だ
に
か
・
ら
ず
は
今
も
消
ぬ
べ
き
露
の
命
を
」
（
『
後
言
和
歌

集
』
、
恋
六
）
に
よ
る
も
の
で
、
上
旬
で
宮
の
お
越
し
が
な
く
て
も
心
細
い
と

は
思
わ
な
い
と
強
気
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
一
言
で
、
や
は
り
慰
め
て

も
ら
い
た
い
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。

 
十
月
夕
暮
、
和
泉
が
西
宮
を
「
慰
む
る
君
」
と
歌
っ
た
歌
、
例
十
も
み
え
る
。

 
 
 
色
々
に
見
え
し
木
の
葉
も
残
り
な
く
、
空
も
明
か
う
晴
れ
た
る
に
、
や

 
 
う
く
入
り
は
つ
る
日
影
の
心
細
く
見
ゆ
れ
ば
、
例
の
聞
ゆ
。

 
 
 
 
慰
む
る
君
も
あ
り
と
は
思
へ
ど
も
猶
夕
暮
は
物
ぞ
か
な
し
き

 
秋
の
夕
暮
、
心
細
く
物
悲
し
い
時
、
そ
の
風
情
に
浸
っ
て
、
和
泉
は
ど
う
し

ょ
う
も
な
い
写
し
さ
を
感
じ
る
。
彼
女
の
宮
廷
入
り
の
気
持
ち
が
ほ
ぼ
決
ま
り
、

宮
の
物
忌
み
の
所
へ
う
か
が
う
な
ど
、
二
人
が
睦
ま
じ
く
な
っ
た
時
期
の
寮
歌

で
あ
る
。
和
泉
が
帥
宮
を
「
慰
む
る
君
」
と
歌
っ
て
い
る
の
は
、
今
ま
で
滋
雨

と
の
「
か
た
ら
ひ
」
一
例
二
、
三
の
よ
う
に
直
に
話
し
合
う
こ
と
も
あ
る
が
、

忍
び
恋
の
二
人
は
主
に
歌
に
よ
る
「
か
た
ら
ひ
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
面
に
至

る
ま
で
作
品
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
す
で
に
百
十
八
首
の
歌
が
詠
み
交

わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ー
ー
で
淋
し
さ
を
慰
め
て
も
ら
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
和
泉
は
折
に
ふ
れ
て
、
「
な
べ
て
の
皆
様
に
は
あ
ら
ず
、
な
ま
め
か
し
」

（一

Z
）
「
宮
の
御
さ
ま
、
い
と
め
で
た
し
」
（
七
二
）
「
猶
折
節
は
過
ぐ
し
た

ま
は
ず
か
し
」
（
五
二
）
な
ど
宮
の
容
貌
や
情
趣
を
理
解
す
る
心
を
評
価
し
て

い
る
が
、
「
慰
む
る
君
」
と
は
彼
女
を
慰
め
て
く
れ
る
人
と
し
て
帥
宮
を
全
面

的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
も
、
二
人
の
恋
愛
の
あ
り
方
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が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
帥
宮
と
の
「
か
た
ら
ひ
」
や
和

歌
の
贈
答
、
宮
の
訪
問
な
ど
で
、
「
慰
め
」
を
求
め
た
り
、
慰
め
ら
れ
た
り
す

る
和
泉
の
姿
が
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
語
ら
は
ば
慰
む
こ
と
も
あ
り

ゃ
せ
ん
」
と
い
う
帥
宮
の
歌
い
か
け
か
ら
、
宮
と
の
「
か
た
ら
ひ
」
ー
ー
直
に

語
り
あ
う
こ
と
や
歌
の
贈
答
で
「
か
た
ら
ふ
」
こ
と
一
を
重
ね
て
、
宮
所
入

り
の
決
意
を
固
め
る
十
月
頃
に
は
、
和
泉
に
と
っ
て
帥
宮
は
「
慰
む
る
君
」
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皿

 
次
は
事
々
が
「
慰
め
」
を
求
め
る
場
面
、
例
五
と
例
八
に
つ
い
て
み
よ
う
。

 
 
な
ほ
い
と
を
か
し
う
も
お
は
し
け
る
か
な
、
い
か
で
、
い
と
あ
や
し
き
も

 
 
の
に
聞
し
め
し
た
る
を
、
聞
し
め
し
な
ほ
さ
れ
に
し
が
な
、
と
思
ふ
。
宮

 
 
も
、
い
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
、
つ
れ
み
＼
の
慰
め
に
と
は
お
ぼ
す
に
、
あ
る

 
 
人
々
聞
ゆ
る
や
う
、
「
こ
の
ご
ろ
は
源
少
将
な
ん
い
ま
す
な
る
。
昼
も
い

 
 
ま
す
な
り
」
と
い
へ
ば
、

 
六
月
、
月
の
明
る
い
夜
、
和
泉
へ
の
疑
い
を
も
っ
て
い
る
帥
宮
は
そ
れ
を
確

か
め
に
訪
れ
る
。
す
ぐ
帰
ろ
う
と
す
る
宮
に
「
こ
・
う
み
に
雨
も
降
ら
な
ん
宿

す
ぎ
て
空
行
く
月
の
影
や
と
ま
る
と
」
と
い
う
歌
を
送
り
、
宮
を
し
ば
ら
く
引

き
止
め
る
。
こ
の
歌
は
『
古
本
説
話
集
』
に
も
歌
の
威
力
を
示
し
た
も
の
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
才
気
換
発
で
、
男
心
に
強
く
訴
え
か
け
て
く
る
歌

で
あ
る
。
右
の
文
章
の
よ
う
に
帥
宮
が
和
泉
を
恋
愛
の
相
手
と
し
て
認
め
た
の

は
、
和
泉
の
歌
の
才
能
を
高
く
評
価
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
五
の
後
の
記
事

に
な
る
が
、
帥
宮
が
和
泉
に
代
詠
を
依
頼
す
る
と
こ
ろ
と
、
十
月
頃
、
月
を
題

材
に
し
た
贈
答
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

 
 
あ
は
れ
と
い
ひ
つ
べ
か
ら
ん
こ
と
な
ん
一
つ
い
は
ん
と
思
ふ
に
、
そ
れ
よ

 
 
り
の
た
ま
ふ
事
の
み
な
ん
さ
は
お
ぼ
ゆ
る
を
、
一
つ
の
た
ま
へ
（
五
七
）

 
 
な
ほ
く
ち
を
し
く
は
あ
ら
ず
か
し
、
い
か
で
近
く
て
か
・
る
は
か
な
し
ご

 
 
と
も
い
は
せ
て
聞
か
ん
、
と
お
ぼ
し
立
つ
。
 
 
 
 
 
 
 
（
七
〇
）

 
帥
宮
は
和
泉
の
歌
に
感
動
し
、
彼
女
の
資
質
を
認
め
、
和
泉
を
側
に
置
き
、

歌
を
聞
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
二
人
の
恋
愛
は
贈
答
歌
の
詠
み
あ
い
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の
作
品
に
百
四
十
七
首
（
連
句

一
句
も
一
首
と
数
え
た
）
も
の
歌
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
歌
の
詠

み
手
、
和
泉
と
彼
女
と
の
贈
答
を
楽
し
む
帥
宮
。
帥
宮
は
和
泉
を
「
共
に
語
る

に
値
す
る
人
」
と
し
て
認
め
、
彼
女
と
の
交
情
-
歌
の
贈
答
で
「
つ
れ
づ
れ
」

を
「
慰
め
」
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
例
五
は
、
宮
が
侍
従
の
乳
母
か
ら
和
泉
の
こ
と
で
諌
め
ら
れ
た
時
の
言

葉
「
つ
れ
み
＼
な
れ
ば
、
は
か
な
き
す
さ
び
ご
と
す
る
に
こ
そ
あ
れ
」
（
二
九
）

と
は
同
じ
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
。
和
泉
と
は
真
剣
な
恋
愛
で
は
な
い
と

弁
解
し
て
い
る
三
宮
の
言
葉
は
乳
母
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
例
五
は
、
宮
の
心
中
思
惟
を
作
者
和
泉
が
間
接
的
に
書
い
た
も
の
で
、

こ
こ
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
和
泉
と
同
じ
意
味
、
響
き
で
使
わ
れ
て
お
り
、
す
で

に
和
泉
の
「
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
び
し
い
孤

独
感
を
さ
し
て
い
る
。
和
泉
だ
け
で
は
な
く
、
帥
宮
に
と
っ
て
も
二
人
の
恋
愛

は
歌
の
贈
答
で
孤
独
を
慰
め
あ
う
こ
と
で
あ
る
と
、
和
泉
は
理
解
し
て
い
る
こ

．
と
に
な
る
。

 
ま
た
、
十
月
、
興
宮
が
和
泉
に
宮
邸
入
り
を
勧
め
る
場
面
、
例
八
を
み
る
と
、

「
つ
れ
づ
れ
」
な
和
泉
の
姿
と
と
も
に
宮
の
孤
独
感
、
無
常
感
が
述
べ
ら
れ
て
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お
り
、
帥
宮
も
そ
こ
か
ら
の
慰
め
を
求
め
て
い
る
。

 
 
行
な
ひ
な
ど
す
る
に
だ
に
、
た
f
一
人
あ
れ
ば
、
同
じ
心
に
物
語
聞
え
て

 
 
あ
ら
ば
、
慰
む
こ
と
や
あ
る
、
と
思
ふ
な
り
」
な
ど
の
た
ま
ふ
に
も
、

 
帥
宮
は
和
泉
が
多
情
な
噂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
馴
れ
た
女
で
は
な
い
こ
と

に
気
付
き
、
和
泉
を
見
な
お
し
、
い
と
お
し
く
思
う
。
二
人
の
心
は
寄
り
あ
い
、

帥
宮
は
「
い
と
か
く
つ
れ
み
＼
に
な
が
め
給
ふ
ら
ん
を
、
思
ひ
お
き
た
る
こ
と

な
け
れ
ど
、
た
“
お
は
せ
か
し
」
（
六
一
）
と
、
宮
邸
入
り
を
勧
め
る
よ
う
に

な
る
。
和
泉
の
「
つ
れ
み
＼
」
な
状
態
が
宮
邸
入
り
を
勧
誘
す
る
契
機
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
例
八
の
よ
う
に
、
一
人
で
い
て
当
然
の
は
ず
の
仏
前
の
つ

と
め
に
ま
で
和
泉
と
共
に
い
た
い
と
い
う
帥
宮
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
お
よ
び
他
の
文
献
の
考
察
に
よ
っ
て
、
男
宮
は
強

い
無
常
感
を
も
ち
、
仏
教
に
傾
倒
し
、
．
出
家
の
願
望
を
も
っ
て
い
旭
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
で
、
早
宮
の
和
泉
へ
の
接
近
は
、
単
な
る
好
色
の
行
為
だ
け
で

は
な
く
、
い
く
ら
仏
に
す
が
っ
て
も
完
全
に
解
消
し
き
れ
な
い
、
み
ず
か
ら
の

不
安
、
恐
れ
、
苦
悩
を
共
有
し
あ
い
、
語
り
あ
う
相
手
を
欲
し
て
い
た
か
ら
で

 
 
 
 
 
 

は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
帥
宮
に
お
い
て
、
宗
教
へ
の
思

い
と
和
泉
と
の
交
情
は
お
互
い
に
反
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
求
め
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
の
が
、
仏
前
の
つ
と
め
を
和
泉
と
共
に
し
、
「
同
じ
心
」
で
語

り
あ
い
た
い
と
い
う
例
八
の
場
面
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
帥
宮
は
共
に
「
か
た

ら
ふ
」
人
と
し
て
、
和
泉
を
求
め
て
い
る
と
和
泉
は
書
き
留
め
て
い
る
の
で
あ

る
。 

同
じ
く
和
泉
も
論
意
入
り
を
「
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ
さ
め
」
の
た
め
と
言
っ
て

い
る
。
二
人
の
恋
愛
の
基
調
が
「
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ
さ
め
に
」
あ
り
、
そ
の
恋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
こ

愛
の
延
長
線
上
に
宮
邸
入
り
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
十
一
で
あ

「
慰
む
」
を
通
し
て
み
た
『
和
泉
式
部
日
記
』

る
。 

 
 
な
に
の
頼
も
し
き
こ
と
な
ら
ね
ど
、
つ
れ
ぐ
の
な
ぐ
さ
め
に
思
ひ
立

 
 
ち
つ
る
を
、
さ
ら
に
い
か
に
せ
ま
し
、
な
ど
思
ひ
乱
れ
て
聞
ゆ
。
・

 
和
泉
が
や
っ
と
宮
邸
入
り
の
決
意
を
固
め
た
と
こ
ろ
、
帥
宮
は
出
家
の
意
志

を
ほ
の
め
か
し
、
和
泉
を
ま
ど
わ
せ
る
。
宮
が
「
つ
れ
ぐ
な
ら
ば
」
私
の
邸

へ
来
ま
せ
ん
か
と
誘
っ
た
よ
う
に
、
和
泉
は
別
に
頼
も
し
い
こ
と
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
た
だ
「
つ
れ
ぐ
の
な
ぐ
さ
め
」
に
宮
邸
入
り
を
決
心
し
た
の
で

あ
る
。
「
つ
れ
ぐ
の
な
ぐ
さ
め
」
の
た
め
と
は
非
常
に
軽
い
よ
う
で
あ
り
な

が
ら
、
重
い
も
の
で
あ
る
。
和
泉
は
「
こ
の
宮
仕
へ
本
意
に
も
あ
ら
ず
」
（
八
○
）

と
し
て
い
る
。
出
家
の
願
望
も
あ
り
、
ま
た
親
姉
妹
お
よ
び
子
供
た
ち
を
見
届

け
た
い
気
持
ち
も
あ
る
。
そ
れ
に
宮
邸
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
不
都
合
な
こ
と
が

起
き
る
こ
と
も
目
に
み
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
つ
れ
み
＼
の

な
ぐ
さ
め
」
に
宮
落
入
り
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
邸
入
り
に
対
し
、
和

泉
と
帥
宮
が
同
じ
認
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
和
泉
だ
け
で
は
な
く
、
帥
宮
も
彼
女
と
の
「
か
た
ら
ひ
」
、

歌
の
贈
答
で
「
つ
れ
づ
れ
」
や
無
常
か
ら
の
慰
め
を
求
め
て
い
る
ど
和
泉
は
受

け
と
め
て
い
る
。
恋
愛
と
い
う
も
の
が
、
主
観
的
で
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
れ
ば
、
客
観
的
な
把
握
よ
り
相
手
に
ど
う
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が

も
っ
と
重
要
で
あ
る
。
和
泉
が
こ
の
よ
う
な
記
述
を
し
た
の
は
、
逆
に
言
え
ば

彼
女
が
帥
宮
の
そ
の
思
い
を
受
信
で
き
る
受
皿
を
も
ち
、
常
に
帥
宮
と
の
交
情

で
慰
め
を
求
め
、
帥
宮
も
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
人
が
恋

愛
に
同
じ
期
待
を
よ
せ
た
か
ら
こ
そ
、
い
ろ
い
ろ
な
波
乱
を
乗
り
越
え
て
二
人

は
歩
み
寄
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
特
質
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
コ
 
 

わ
れ
て
い
る
孤
独
感
や
共
感
性
は
「
同
じ
心
」
で
語
ら
い
あ
っ
て
、
孤
独
や

（71）



無
常
を
慰
め
あ
お
う
と
す
る
二
人
の
姿
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

、
つ
。

 
次
は
、
宮
と
の
交
情
で
「
慰
め
」
を
求
め
て
い
る
和
泉
の
姿
を
見
つ
め
て
い

る
、
も
う
一
人
の
和
泉
が
複
眼
的
に
書
か
れ
て
い
る
場
面
に
つ
い
て
み
よ
う
。

和
泉
が
石
山
詣
で
に
出
か
け
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
、
例
六
、
七
。

 
 
 
 
人
は
い
さ
我
は
忘
れ
ず
ほ
ど
ふ
れ
ど
秋
の
夕
暮
あ
り
し
逢
ふ
こ
と

 
 
と
あ
り
。
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
か
や
う
の
は
か
な
し

 
 
事
に
、
世
の
中
を
慰
め
て
あ
る
も
、
う
ち
思
へ
ば
あ
さ
ま
し
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

 
 
 
か
・
る
ほ
ど
に
、
八
月
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
れ
ぐ
も
慰
め
む
と
て
、

 
 
石
山
に
詣
で
て
七
日
ば
か
り
も
あ
ら
ん
と
て
、
詣
で
ぬ
。

 
右
の
三
条
西
家
本
の
よ
う
に
「
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
」

を
「
か
や
う
の
は
か
な
し
事
」
を
修
飾
す
る
も
の
と
み
ず
、
こ
の
部
分
は
「
三

系
統
本
を
対
校
し
て
二
系
統
の
本
文
が
一
致
し
た
場
合
は
、
他
の
一
系
統
の
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 

文
よ
り
も
そ
の
二
系
統
の
本
文
の
方
が
大
体
に
お
い
て
正
し
い
」
と
い
う
説

に
従
い
、
「
あ
は
れ
に
は
か
な
く
頼
む
べ
く
も
あ
ら
ず
。
」
と
文
章
を
切
り
、
前

の
帥
宮
の
歌
に
対
す
る
直
接
な
評
価
と
み
な
し
た
。
そ
し
て
、
「
か
や
う
の
は

か
な
し
事
に
」
以
下
は
、
す
で
に
述
べ
た
例
一
の
よ
う
に
、
今
ま
で
の
宮
と
の

贈
答
に
対
す
る
和
泉
の
気
持
ち
を
ま
と
め
て
表
し
た
も
の
と
み
た
。

 
こ
の
作
品
で
は
歌
の
贈
答
を
「
よ
し
な
し
ご
と
」
、
「
は
か
な
し
事
」
、
「
は
か

な
き
事
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
は
か
な
し
事
」
に
つ
い
て
「
事
態
の
進

展
一
式
部
の
生
命
の
燃
え
立
つ
よ
う
な
充
実
感
を
伴
わ
な
い
贈
歌
の
繰
り
返

 
 
 
 
 

し
」
を
意
味
す
る
と
す
る
が
、
贈
答
の
内
容
に
つ
い
て
の
表
現
で
は
な
く
、

む
し
ろ
和
歌
自
体
の
客
観
的
な
属
性
や
本
質
を
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
 
 
不
確
か
な
、
と
り
と
め
の
な
い
、
か
り
そ
め
の
、
頼
り
に
な

ら
な
い
も
の
と
い
う
一
種
の
文
学
の
虚
し
さ
を
言
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
そ
ん
な
「
は
か
な
し
事
」
に
「
世
の
中
」
を
慰
め
て
い
る
自
分
を
顧
み
た
時

に
、
情
け
な
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
宮
と
の
恋
の
渋
滞
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
を
冷
静
な
目
で
見
つ
め
た
時
の
詠
嘆
で
、
恋
の
虚
し

さ
、
無
常
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
思
い
を
振
り
切
ろ
う
と
石
山

寺
詣
で
に
出
か
け
る
。
石
山
詣
で
は
、
単
な
る
物
見
遊
山
で
は
な
く
、
虚
し
さ
、

孤
独
感
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
帥
宮
と
の
交
情

で
「
慰
め
」
を
求
め
た
こ
と
と
は
対
立
す
る
方
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
和
泉
は
仏
に
専
念
で
き
ず
「
古
里
の
み
恋
し
く
」
思
い
、
逢
坂
山
を

境
界
に
帥
宮
と
七
首
の
贈
答
歌
を
詠
み
交
わ
す
。
結
局
仏
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

「
は
か
な
し
事
」
、
す
な
わ
ち
帥
宮
と
の
和
歌
の
贈
答
よ
り
慰
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
山
を
出
で
て
暗
き
道
に
ぞ
た
ど
り
来
し
今
一
た
び
の
逢
ふ
こ

と
に
よ
り
」
（
四
九
）
と
帥
宮
に
走
る
自
分
の
思
慕
の
情
を
す
な
お
に
詠
み
あ
げ
、

ま
た
帥
宮
と
の
恋
愛
に
身
を
投
げ
出
す
の
で
あ
る
。

 
次
は
例
六
と
同
じ
く
、
宮
と
の
恋
愛
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
和
泉
が
ま
た
感

じ
る
虚
し
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
例
十
二
。

 
 
 
 
冬
の
夜
の
目
さ
へ
氷
に
閉
ぢ
ら
れ
て
明
か
し
が
た
き
を
明
か
し
つ
る

 
 
 
 
か
な

 
 
な
ど
い
ふ
程
に
、
例
の
つ
れ
ぐ
な
ぐ
さ
め
て
瞬
ぐ
す
そ
、
い
と
は
か
な

 
 
き
や
。

 
十
二
月
、
和
泉
が
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
宮
邸
入
り
の
意
思
を
か
た
め
、
帥
宮

と
む
つ
ま
じ
く
贈
答
を
繰
り
返
す
と
こ
ろ
な
の
に
、
「
い
と
は
か
な
き
や
」
と
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い
う
詠
嘆
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

 
藤
岡
忠
美
氏
は
日
記
全
体
に
は
和
泉
を
、
さ
め
た
目
で
眺
め
て
い
る
和
泉
自

身
が
ず
っ
と
存
在
す
る
と
し
、
そ
の
さ
め
た
意
識
は
、
特
に
こ
の
作
品
に
お
い

て
は
「
日
記
の
基
調
と
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
恋
の
む
な
し
さ
を
く
り
か

え
し
主
張
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
意
識
が
極
め
て
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
と
こ
ろ
と
し
て
、
例
六
と
例
十
二
を
も
あ
げ
て
い
る
。

 
そ
の
さ
め
た
意
識
が
「
慰
む
」
を
含
む
文
章
に
多
く
表
れ
て
い
る
の
は
、

「
慰
む
」
の
本
質
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
慰
め
」
に
は
死
、
人
間
の
も
っ

て
生
ま
れ
た
孤
独
や
宿
命
な
ど
、
人
間
と
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状

況
が
背
景
に
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
な
ん
と
か
し
よ

う
と
す
る
も
の
の
、
根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
時
的
に
紛
ら
す

し
か
な
い
の
で
A
例
六
と
三
十
二
の
和
泉
の
詠
嘆
は
も
っ
と
も
だ
と
言
え
る
。

ま
た
、
日
記
文
学
に
は
作
者
が
作
品
の
中
で
生
き
て
い
る
時
点
と
そ
の
作
品
を

書
く
時
点
の
、
二
つ
の
時
点
が
共
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
和
泉
が
こ
の

日
記
を
書
く
時
点
、
す
な
わ
ち
、
帥
宮
の
死
に
よ
っ
て
そ
の
恋
の
む
な
し
さ
を

つ
く
づ
く
知
ら
さ
れ
た
後
の
和
泉
の
観
照
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

 
今
ま
で
の
例
は
、
和
泉
と
二
宮
が
恋
愛
 
 
「
か
た
ら
ひ
」
、
歌
の
贈
答
で
「
慰

め
」
を
求
め
あ
う
場
面
で
あ
る
が
、
例
外
が
一
例
あ
る
。
和
泉
の
宮
邸
入
り
後
、

実
家
に
戻
る
決
心
を
し
た
帥
宮
の
北
の
方
が
姉
宮
へ
送
っ
た
手
紙
文
、
例
十
三

で
あ
る
。

 
帥
宮
の
北
の
方
は
「
湿
た
ち
を
も
見
た
て
ま
つ
り
、
心
も
な
ぐ
さ
め
侍
ら
ん
」

と
思
う
の
で
あ
る
。
子
供
を
見
る
こ
と
で
、
心
が
「
慰
む
」
の
で
あ
る
。
『
枕

 
 
 
 
 
 

草
子
』
 
の
「
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
も
の
」
の
段
に
コ
ニ
つ
四
つ
ば
か
り
な
る

ち
こ
の
、
物
を
か
し
う
言
ふ
。
ま
た
、
い
と
小
さ
き
ち
こ
の
物
語
し
た
る
が
、

「
慰
む
」
を
通
し
で
み
た
『
和
泉
式
部
日
記
』

ゑ
な
ど
い
ふ
事
し
た
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
例
十
三
の
場
面
は
「
女
」

や
「
宮
」
に
対
す
る
記
述
と
は
違
っ
て
、
『
枕
草
子
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
一
般
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
最
後
の
部
分
に
「
宮
の

上
御
文
書
き
、
女
御
ど
の
の
御
こ
と
ば
、
さ
し
も
あ
ら
じ
、
書
き
な
し
な
め
り
、

本
に
」
（
一
〇
五
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
和
泉
の
想
像
に
よ

る
文
章
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

V

 
こ
れ
ま
で
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
和
泉
と
帥
宮
と

の
恋
愛
の
軌
跡
は
和
泉
の
歌
集
の
帥
宮
挽
歌
群
を
通
し
て
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
挽
歌
群
に
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
慰
む
」
が
八
首
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

 
 
い
か
に
せ
ん
と
の
み
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に

慰
め
に
み
つ
か
ら
ゆ
き
て
語
ら
は
ん
憂
き
世
の
外
に
知
る
人
も
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
六
六
）

 
 
何
心
も
な
き
人
の
御
有
様
を
見
る
も
、
あ
は
れ
に
て

わ
り
な
く
も
慰
め
が
た
き
心
か
な
子
こ
そ
は
君
が
同
じ
事
な
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
九
こ

 
 
梅
の
花
を
見
て

手
折
れ
ど
も
な
に
物
思
ひ
も
な
ぐ
さ
ま
じ
花
は
心
の
見
な
し
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
九
七
）

 
 
語
ら
ふ
人
の
音
も
せ
ぬ
に
、
同
じ
御
思
ひ
の
頃

慰
め
ん
方
の
な
け
れ
ば
思
は
ず
に
生
き
た
り
け
り
と
知
ら
れ
ぬ
る
か
な
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（
一
〇
〇
九
）

 
 
 
 
忌
服
に
な
り
し
頃
、
「
月
の
明
か
き
は
見
き
や
」
と
あ
る
に

 
 
慰
め
ん
こ
と
そ
悲
し
き
墨
染
の
袖
に
は
月
の
影
も
と
ま
ら
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
二
二
）

 
 
 
 
宵
の
思
ひ

 
 
月
に
こ
そ
物
思
ふ
こ
と
は
慰
む
れ
見
ま
ほ
し
か
ら
ぬ
宵
の
空
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
三
七
）

 
 
 
 
宵
の
思
ひ

 
 
慰
め
て
光
の
問
に
も
あ
る
べ
き
を
見
え
て
は
見
え
ぬ
宵
の
稲
妻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
四
〇
）

 
 
 
 
夜
中
の
寝
覚

 
 
な
か
な
か
に
慰
め
か
ね
つ
唐
衣
か
へ
し
て
着
る
に
目
の
み
覚
め
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
五
〇
）

 
和
泉
の
歌
集
の
「
花
を
見
て
春
は
心
も
な
ぐ
さ
み
き
紅
葉
の
折
ぞ
物
は
か
な

し
き
」
（
二
八
四
）
「
花
も
み
な
夜
更
く
る
風
に
散
り
ぬ
ら
ん
何
を
か
明
日
の
な

ぐ
さ
め
に
せ
ん
」
（
六
〇
二
）
「
月
影
を
憂
く
も
隠
す
か
見
て
だ
に
も
慰
め
が
た

き
夜
は
の
心
を
」
（
一
五
二
四
）
の
歌
の
よ
う
に
、
人
は
普
通
花
や
月
な
ど
美

し
い
自
然
を
見
る
と
、
自
然
に
「
慰
む
」
の
で
あ
る
。
一
五
二
四
番
の
歌
は
逆

の
気
持
ち
を
歌
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
月
を
見
る
と
「
慰
む
」
と
い
う
考
え
が

根
本
に
あ
る
。
し
か
し
、
悲
し
み
や
苦
し
み
が
深
い
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
帥

宮
挽
歌
群
に
は
、
月
を
眺
め
て
心
を
紛
ら
す
の
が
、
か
え
っ
て
悲
し
く
、
月
を

眺
め
る
と
こ
ろ
の
気
持
ち
で
は
な
い
（
一
〇
＝
二
）
、
月
さ
え
も
見
え
な
い
慰

め
ら
れ
な
い
「
宵
の
思
い
」
（
一
〇
三
七
）
、
梅
の
花
を
見
て
も
慰
め
ら
れ
な
い

（
九
九
七
）
悲
し
み
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、
「
な
が
む
る
に
つ
け
て
心
の
な
ぐ
さ
む
は
都
の
人
の
か
た
み
な
り
け

り
」
（
一
五
四
〇
）
の
よ
う
に
形
見
を
見
る
と
、
心
が
紛
れ
る
が
、
帥
宮
挽
歌

群
に
は
三
宮
の
形
見
の
御
子
を
見
る
に
も
慰
め
ら
れ
な
い
（
九
九
一
）
心
情
が

歌
わ
れ
て
い
る
。

 
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
「
か
た
ら
ひ
」
に
よ
る
「
慰
め
」
を
求
め
た
歌
（
九

六
六
）
や
「
語
ら
ふ
人
」
に
打
ち
明
け
る
し
か
み
ず
か
ら
を
慰
め
る
す
べ
が
な

い
と
訴
え
た
歌
（
一
〇
〇
九
）
、
そ
し
て
、
稲
妻
、
夢
の
中
に
で
も
帥
宮
に
逢

え
ず
、
恋
し
い
心
が
紛
れ
な
い
（
一
〇
四
〇
、
一
〇
五
〇
）
と
い
う
、
そ
ん
な

和
泉
の
切
な
い
思
い
が
、
帥
宮
晩
歌
群
の
八
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
高
宮
挽
歌
群
に
は
宮
の
死
に
よ
る
慰
め
ら
れ
な
い
和
泉
の
心
情
が
繰
り
返
し

て
歌
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、
「
慰
む
」
の
背
景
に
は
死
の

影
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。
和
泉
は
生
前
、
身
近
な
人
と

し
て
六
宮
以
外
に
、
弾
正
の
宮
や
最
初
の
夫
橘
道
貞
、
娘
小
式
部
の
死
を
経
験

す
る
。
特
に
娘
に
死
な
れ
た
和
泉
の
悲
痛
は
十
数
量
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
慰

め
ら
れ
な
い
と
い
う
表
現
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
帥
宮
挽
歌
群
に

繰
り
返
し
て
和
泉
の
慰
め
ら
れ
な
い
心
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
男
宮
を

失
っ
た
喪
失
感
が
深
く
、
和
泉
が
五
宮
と
の
恋
愛
で
絶
え
ず
「
慰
め
」
を
求
め

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
今
ま
で
「
慰
む
」
を
通
し
て
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
み
て
き
た
。
『
和
泉
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
 

部
日
記
』
の
恋
愛
は
「
式
部
の
女
と
し
て
の
深
い
孤
独
感
に
根
ざ
す
も
の
」

と
す
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
常
に
そ
の
孤
独
や
「
つ
れ
づ
れ
」
、
無
常
を
、

帥
宮
と
の
「
語
ら
ひ
」
や
和
歌
の
贈
答
で
慰
め
あ
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
帥
宮
も
彼
女
と
の
交
情
で
「
慰
め
」
を
求
め
て
い
る
と
和
泉
は
書
き
記

し
て
い
る
。
そ
れ
は
宮
と
の
交
情
で
慰
め
を
求
め
る
和
泉
の
期
待
に
帥
宮
が
常

に
応
え
て
く
れ
た
思
い
出
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
特
質
と
言

わ
れ
て
い
る
孤
独
感
や
共
感
性
は
「
慰
め
」
を
求
め
あ
う
二
人
の
姿
か
ら
も
見

い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

 
二
人
の
恋
愛
は
「
語
ら
は
ば
慰
む
」
も
の
で
あ
軌
、
二
人
は
お
互
い
共
に
語

る
に
値
す
る
人
で
あ
る
。
だ
が
、
忍
び
恋
の
二
人
は
逢
っ
て
直
接
に
「
か
た
ら

ふ
」
…
機
会
は
少
な
く
、
贈
答
歌
を
詠
み
交
わ
し
、
「
慰
め
」
を
求
め
る
恋
愛
を

展
開
し
て
い
く
。
歌
に
よ
る
「
か
た
ら
ひ
」
と
も
言
え
る
和
歌
の
贈
答
は
、
二

人
の
愛
を
進
展
さ
せ
る
不
可
欠
の
も
の
に
な
り
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
百
四

十
七
首
も
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
歌
日
記
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
遷
宮
の
死
後
、
和
泉
の
慰
む
す
べ
の
な
い
悲
し
み
は
帥
宮
挽
歌
群
に

切
実
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
和
泉
が
も
っ
ぱ
ら
導
音
と
の
交
情
i
「
か
た
ら
ひ
」

で
の
み
慰
め
ら
れ
た
こ
と
が
再
び
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
和
泉
式
部

日
記
』
と
い
う
作
品
も
宮
を
失
っ
た
悲
し
み
を
二
人
の
恋
愛
i
そ
れ
は
「
呉

竹
の
世
々
の
古
言
お
も
ほ
ゆ
る
昔
語
り
」
（
九
七
）
の
よ
う
で
あ
る
一
-
に
つ

い
て
、
誰
か
に
語
っ
て
慰
め
て
も
ら
い
た
い
思
い
か
ら
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
和
泉
の
よ
ヶ
に
恋
愛
を
通
じ
て
「
慰
め
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
誰

に
も
あ
り
う
る
、
誰
も
が
願
う
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
実
現
す
る
の
は
難

し
く
、
蓮
宮
と
の
恋
愛
を
築
き
あ
げ
た
彼
女
だ
け
の
独
特
の
世
界
で
も
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
帥
宮
の
「
夕
暮
は
誰
も
さ
の
み
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
ま
つ
い
ふ
君
ぞ
人
に

ま
さ
れ
る
」
（
八
六
）
と
い
う
歌
の
ご
と
く
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
い
う
作
品

を
書
い
た
和
泉
の
「
慰
め
」
を
求
め
る
心
情
は
人
に
ま
さ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
慰
む
」
を
通
し
て
み
た
『
和
泉
式
部
日
記
』

 
し
か
し
、
恋
愛
を
通
じ
て
「
慰
め
」
を
求
め
る
の
は
、
ま
た
「
は
か
な
し
」

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
極
め
な
が
ら
も
、
帥
宮
と
の
交
情
で
「
慰
め
」
を
求

め
る
和
泉
の
姿
が
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
あ

ろ
う
。

 一二
三五四六七九八

 
 
 
 
 
注

「
慰
む
」
と
い
う
時
に
は
「
慰
め
」
を
も
含
め
る
。

（
ア
）
清
永
文
雄
、
「
『
つ
れ
づ
れ
』
の
源
流
」
（
『
国
語
教
育
研
究
』
六
・

七
・
九
、
一
九
六
二
年
十
二
月
・
一
九
六
三
年
五
月
・
 
九
六
四
年
十

一
月
目
『
和
泉
式
部
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
九
月
）
に
入
る
。

（
イ
）
円
地
文
子
・
鈴
木
一
雄
、
『
全
講
和
泉
式
部
日
記
』
改
訂
版
、
至

文
堂
、
一
九
八
三
年
十
月

目
和
泉
式
部
日
記
』
の
本
文
の
引
用
は
、
．
三
条
西
家
本
を
底
本
に
用
い

た
岩
波
文
庫
本
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
よ
る
。
括
弧
の
数
字
は
そ
の
頁

を
示
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
。

吉
田
幸
｝
、
『
和
泉
式
部
研
究
こ
、
古
典
文
庫
、
】
九
六
四
年
十
月
、

二
九
六
～
二
九
七
頁

和
泉
式
部
の
歌
集
の
歌
と
歌
番
号
は
、
岩
波
文
庫
本
『
和
泉
式
部
集
・

和
泉
式
部
続
集
』
に
よ
る
。
括
弧
の
数
字
は
そ
の
歌
番
号
を
示
す
。

佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
、
『
和
泉
式
部
造
畢
釈
・
続
集
篇
』
、

笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
十
月
、
二
八
二
頁

注
二
の
（
ア
）
に
同
じ

森
田
兼
吉
、
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
第
二
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
八
年
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十十十十
三

十十
五四

十十
七六

九
月
、
二
三
七
～
二
五
三
頁

注
九
に
同
じ
。
二
五
二
頁

注
二
の
（
イ
Y
に
同
じ
。
三
一
六
頁

木
村
正
中
、
「
和
泉
式
部
日
記
の
特
質
」
（
『
日
本
文
学
』
、
一
九
六
三
年

二
月
）
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
平
安
朝
日
記
H
』
（
有
精
堂
、
一

九
七
五
年
十
一
月
）
に
入
る
。

森
田
兼
吉
、
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
十
二

月
、
七
六
一
七
七
頁

注
二
の
（
イ
）
に
同
じ
。
一
六
二
頁

藤
岡
患
美
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
』
、
小
学
館
、
一

九
七
一
年
六
月
、
二
八
頁

『
枕
草
子
』
の
引
用
は
．
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
に
よ
る
。

木
村
正
中
、
マ
王
題
の
形
式
」
（
『
王
朝
女
流
日
記
文
学
必
携
』
、
学
燈
社
、

一
九
八
六
年
）
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