
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い

『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
論
再
読
・
続
稿

森

田

兼

吉

 
 
 
 
 
 
 
一

 
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
日
記
文
学
を
と
お
し
て
『
和
泉
式
部
日
記
』
ほ
ど

本
文
研
究
と
注
釈
・
作
品
研
究
が
乖
離
し
て
い
る
例
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
普
通
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て

読
ま
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
（
三
条
西

家
本
の
引
用
は
小
林
茂
美
氏
解
説
の
勉
誠
社
文
庫
の
写
真
版
に
よ
り
、
句
読
点
、

濁
点
等
を
付
し
、
ま
た
問
題
と
し
た
い
個
所
に
は
適
宜
傍
線
を
施
し
た
。
墨
付

き
の
面
か
ら
数
え
た
丁
数
を
示
す
）
。

 
 
ま
た
の
夜
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
も
こ
な
た
に
は
き
か
ず
。
人
ぐ
か
た

 
 
ぐ
に
す
む
所
な
り
け
れ
ば
、
そ
な
た
に
き
た
り
け
る
人
の
車
を
、
く
る

 
 
ま
侍
、
人
の
き
た
り
に
け
る
に
こ
そ
、
と
お
ぼ
し
め
す
。
 
 
（
一
五
オ
）

 
こ
の
文
で
は
「
く
る
ま
侍
、
人
の
き
た
り
に
け
る
に
こ
そ
」
の
部
分
が
帥
宮

の
心
中
思
惟
と
な
る
が
、
宮
の
心
中
思
惟
の
中
に
「
侍
（
り
）
」
と
い
う
丁
寧
語

が
出
て
く
る
の
は
お
か
し
い
。
傍
線
部
は
、
寛
元
本
系
統
で
は
（
寛
元
本
は
吉

田
幸
一
氏
『
和
泉
式
部
全
集
資
料
篇
』
所
収
の
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
の
写
真
版

に
よ
る
。
句
読
点
等
は
三
条
西
家
本
の
場
合
と
同
じ
）
、

 
 
く
る
ま
の
あ
る
を
み
て
、
「
ひ
と
の
き
た
り
に
け
る
に
こ
そ
、
車
は
侍
り
」

 
 
と
聞
ゆ
れ
ば
、
う
し
、
か
へ
り
な
む
、
と
て
お
は
し
ま
し
ぬ
。
人
の
い
ふ

 
 
こ
と
は
ま
こ
と
に
こ
そ
、
と
お
ぼ
す
も
、
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
ウ
）

と
あ
っ
て
、
「
車
は
侍
り
」
を
含
む
文
は
、
車
を
見
た
帥
宮
の
従
者
が
宮
に
言
っ

た
こ
と
ば
と
な
る
。
な
お
傍
線
を
施
し
た
「
う
し
」
は
、
『
和
泉
式
部
全
集

本
文
篇
』
の
「
寛
元
本
系
校
異
」
に
よ
れ
ば
、
宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
は
「
よ
し
」

で
あ
り
、
黒
川
家
謡
本
も
現
天
理
大
学
図
書
館
蔵
の
本
を
実
見
す
る
と
「
よ
し
」

で
あ
り
、
筑
波
大
学
蔵
横
山
由
仁
手
沢
本
（
扶
桑
拾
葉
広
本
）
の
前
半
に
は
寛

元
本
系
統
の
木
村
旧
辞
旧
蔵
本
と
の
異
同
が
注
さ
れ
て
い
る
が
、
「
よ
し
」
の

前
後
に
は
細
か
く
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
「
よ
し
」
に
は
何
の
注
記
も
な
く
、

お
そ
ら
く
木
村
本
も
「
よ
し
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
う
し
」
は
飛
鳥
井
雅

章
本
の
誤
謬
で
、
寛
元
本
系
統
の
原
型
は
後
掲
の
応
永
本
系
統
と
同
様
「
よ
し
」

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
応
永
本
系
統
で
も
（
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢

書
『
応
永
本
 
和
泉
式
部
物
語
 
京
都
大
学
蔵
』
に
よ
る
）
、

 
 
車
を
御
覧
じ
て
、
「
人
の
侍
に
こ
そ
、
く
る
ま
侍
り
」
，
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、

 
 
よ
し
、
帰
な
ん
と
て
お
は
し
ま
し
ぬ
。
人
の
い
ふ
は
ま
こ
と
に
こ
そ
、
と

 
 
お
ぼ
す
も
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
オ
）

で
、
小
異
は
あ
る
も
の
の
寛
元
本
に
近
い
。
寛
元
本
か
応
永
本
の
よ
う
な
形
が
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原
型
で
、
三
条
西
家
本
で
は
二
つ
の
「
に
こ
そ
」
に
目
移
り
し
て
大
量
の
文
を

脱
落
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
わ
た
く
し
が
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
三
系
統
本
の
性
格
・
系
譜
を
論
じ
、
三

条
西
家
本
の
単
独
異
文
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
こ
の

部
分
を
指
摘
し
た
の
は
昭
和
三
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
後
々
論
文
）
。
こ
の

考
え
は
わ
た
く
し
の
系
統
論
と
共
に
す
ぐ
吉
田
幸
一
氏
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た

（『

a
泉
式
部
研
究
一
』
昭
和
三
九
 
古
典
文
庫
。
P
二
七
一
）
。
か
り
に
系
統

論
か
ら
離
れ
た
と
し
て
も
、
三
条
西
家
本
の
本
文
の
奇
怪
さ
は
す
ぐ
に
目
に
つ

く
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
本
文
研
究
で
は
、
伊
藤
博
氏
『
和
泉
式

部
日
記
暦
本
の
研
究
』
（
昭
五
六
 
三
聖
社
）
は
コ
ニ
条
西
本
の
誤
写
箇
所
」

の
項
で
問
題
個
所
の
直
前
の
部
分
を
挙
げ
て
こ
こ
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
他
の

部
分
で
欠
文
を
指
摘
し
て
い
る
（
P
二
七
六
）
だ
け
で
、
ど
う
考
え
て
お
ら
れ

る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
大
橋
清
秀
氏
『
和
泉
式
部
日
記
本
文
の
研
究
』

（
平
三
 
和
泉
書
院
）
は
森
田
の
説
を
肯
定
さ
れ
（
P
四
九
一
～
二
）
、
寛
元
本

を
底
本
と
し
た
小
松
登
美
氏
『
和
泉
式
部
日
記
全
訳
注
 
中
』
（
講
談
社
学
術

文
庫
 
昭
六
〇
）
も
森
田
説
を
示
し
て
三
条
西
家
本
の
脱
文
を
認
め
て
お
ら
れ

る
（
P
三
一
）
。
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
三
条
西
家
本
を
底
本
と
す
る
諸
注
釈
書

で
は
、
い
く
つ
か
の
日
記
文
学
作
品
か
ら
抜
粋
し
た
本
も
含
め
て
、
こ
こ
に
触

れ
て
い
る
の
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
和
泉
式
部
日
記
 
和
泉
式
部
集
』
（
昭

五
六
 
新
潮
社
）
の
頭
注
で
野
村
精
一
氏
が
「
車
侍
り
」
に
つ
い
て
、
〈
こ
の

語
法
不
審
。
宮
の
眩
き
か
。
応
永
本
は
「
人
の
侍
る
に
こ
そ
車
侍
り
と
聞
ゆ
れ

ば
、
よ
し
帰
り
な
ん
と
て
…
…
」
こ
れ
は
侍
者
の
こ
と
ば
〉
と
書
い
て
お
ら
れ

る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
注
の
後
数
行
分
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
せ
め
て

応
永
本
を
「
人
の
い
ふ
は
ま
こ
と
に
こ
そ
」
ま
で
引
い
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た

の
だ
が
、
他
の
注
釈
類
は
全
く
他
系
統
の
本
文
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
応
永
本

と
の
対
校
を
特
色
と
す
る
加
納
尾
義
衛
氏
の
『
対
校
 
和
泉
式
部
日
記
新
釈
』

（
昭
四
八
 
白
帝
社
）
な
ど
せ
っ
か
く
応
永
本
と
対
校
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
語
釈
で
も
補
説
で
も
一
言
も
な
い
の
で
あ
る
。
『
和
泉
式
部

日
記
』
研
究
で
も
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
だ
け
で
、
他

系
統
の
本
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
こ
れ
は
一
例
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
注
釈
・
研
究
の
現
状
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
二

 
わ
た
く
し
は
最
近
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
本
文
研
究
を
研
究
史
的
に
展
望
し
、

問
題
点
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
頃
行
わ
れ
た
系
統
論
と
そ
れ

に
立
脚
し
た
原
型
本
（
現
存
諸
本
か
ら
辿
り
う
る
共
通
祖
本
。
作
者
の
書
い
た

原
本
と
は
区
別
す
る
）
再
建
へ
の
方
法
論
が
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
と
し
て

見
捨
て
ら
れ
、
三
系
統
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う

方
向
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
限
界
な
る
も
の
は
必
ず
し
も
示
さ

れ
て
は
い
ず
、
各
系
統
本
の
性
格
の
追
求
に
も
本
文
研
究
と
し
て
の
限
界
が
あ

り
、
再
び
最
初
の
立
脚
点
に
立
ち
返
る
必
要
性
を
説
い
た
の
だ
が
、
本
論
は
そ

れ
を
承
け
て
さ
ら
に
論
旨
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
論
の
過

程
で
、
本
文
研
究
と
注
釈
・
作
品
研
究
と
の
乖
離
の
理
由
の
一
面
も
わ
か
っ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。

 
寛
元
本
系
統
の
本
が
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
た
の
は
、
昭
和
二
八
年
九
月
で

あ
っ
た
。
川
瀬
一
馬
氏
に
よ
っ
て
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
作
者
を
藤
原
俊
成
と

す
る
説
が
出
さ
れ
、
学
会
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
説

の
最
大
の
論
拠
と
な
っ
た
の
が
黒
川
孟
冬
蔵
本
で
、
同
時
に
田
中
家
跡
蔵
本
も
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紹
介
さ
れ
た
。
寛
元
四
年
の
奥
書
を
持
つ
こ
と
か
ら
寛
元
本
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
系
統
の
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
が
間
髪
を
入
れ
ず
同
年
十
一
月
か
ら
翌
年
の
六

月
に
か
け
て
吉
田
幸
一
氏
に
よ
り
「
平
安
文
学
研
究
」
誌
上
に
翻
刻
さ
れ
、
こ

の
系
統
の
本
ひ
い
て
は
'
『
和
泉
式
部
日
記
』
諸
本
に
対
す
る
関
心
は
急
速
に
高

ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
の
翻
刻
が
完
結
し
た
二
年
後

に
は
早
く
も
伊
藤
博
氏
に
よ
る
「
和
泉
式
部
日
記
諸
本
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
国

語
 
四
の
四
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
論
で
は
三
条
西
家
本
系
統
、
寛
元

本
系
統
、
応
永
本
系
統
、
扶
桑
繊
雲
集
（
群
書
類
従
）
本
系
統
の
四
系
統
の
う

ち
、
扶
桑
拾
葉
集
（
群
書
類
従
）
本
系
統
に
つ
い
て
は
、
「
応
永
本
を
基
に
し

て
寛
元
本
の
要
素
を
と
り
い
れ
た
混
成
本
」
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
定
説
と
し

て
ゆ
る
ぎ
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
応
永
本
系
統
は
「
寛
元
本
系

統
に
属
し
な
が
ら
三
条
西
家
本
の
要
素
を
と
り
い
れ
た
末
流
本
」
と
さ
れ
、
結

局
「
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
と
は
別
種
の
系
統
を
な
し
て
対
等
の
地
位
に
立
ち

存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
扶
桑
拾
葉
集
（
群
書
類
従
）
本
系
統

は
別
に
し
て
他
の
三
系
統
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

 
寛
元
本
系
統
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
一
-
-
一
-
-
鴇
㍊
↓
応
永
本
系
統

三
条
西
家
奈
～
一
～
一
，

 
こ
れ
は
鈴
木
知
太
郎
氏
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
鈴
木
氏
の
四
系
統
本
の
関

係
図
は
も
っ
と
複
雑
で
合
理
的
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
伊
藤
氏
の
結
論
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
わ
た
く
し
は
「
和
泉
式
部
日
記
三
系
統
本
の
性
格
 
序
説
」

（
國
學
院
雑
誌
 
昭
三
六
・
六
）
で
伊
藤
氏
に
反
論
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を

出
し
て
い
る
。

 
1
 
現
存
の
諸
本
は
す
べ
て
式
部
が
手
習
い
の
よ
う
に
書
い
た
と
い
う
文
章

 
 
中
の
和
歌
一
首
を
誤
っ
て
地
の
文
に
紛
れ
さ
せ
た
あ
る
一
本
（
原
型
本
・

 
 
A
本
）
を
共
通
祖
本
と
し
て
い
る
。

 
2
 
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
系
統
と
は
共
通
祖
本
（
B
本
）
を
持
っ
て
い
る
。

 
3
 
応
永
本
系
統
は
B
本
を
経
な
い
、
三
条
西
家
本
・
寛
元
本
と
は
対
立
す

 
 
る
系
統
の
本
で
あ
る
。

 
こ
の
結
論
は
吉
田
幸
一
氏
『
和
泉
式
部
日
記
研
究
＝
（
昭
三
九
 
古
典
文
庫
）

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
後
に
『
和
泉
式
部
正
集
』
の
日
記

重
出
歌
を
考
察
し
、
そ
れ
を
も
こ
の
と
き
作
成
し
た
三
系
統
本
の
関
係
図
に
組

み
入
れ
で
、
次
の
よ
う
に
図
示
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
-
：
-
-
-
-
-
-
↓
三
条
西
家
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎝

原
本
・
，
，
一
…
A
本
，
，
叫
…
B
本
，
、
r
，
，
-
…
-
-
一
▼
寛
元
本
系
統

 
 
 
 
｝
 
 
 
 
門
-
-
一
-
-
-
：
-
一
-
；
-
-
-
-
↓
応
永
本
系
統

 
 
 
 
｝

 
 
 
 
「
-
-
a
本
 
抜
粋
-
-
-
-
-
-
-
一
-
-
-
-
-
-
↓
日
記
重
出
歌
群

 
こ
れ
ら
の
う
ち
森
田
の
説
い
た
A
本
の
存
在
は
、
伊
藤
氏
も
含
め
て
本
文
研

究
の
論
ず
べ
て
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
存
諸
本
間
の
本

文
の
異
同
は
す
べ
て
A
本
以
後
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
草
稿
本
と
か
浄
書
本

と
か
い
う
形
で
、
作
者
の
関
与
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
物
語
で

あ
れ
ば
、
あ
る
時
代
に
そ
の
よ
う
な
形
で
享
受
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
、
本

文
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
写
本
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
尊
重

す
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
記
文
学
は
特
定
の
作

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い

『
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』
三
系
統
論
再
読
・
続
稿
一
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者
の
自
己
表
白
の
文
学
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
作
者
の
真
実
の
声
に
迫
る
手
立

て
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
場
合
は

原
本
と
現
存
写
本
と
の
間
に
A
本
と
い
う
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
遡
る
こ

は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
が
、
A
本
は
原
本
か
ら
そ
う
離
れ
た
も
の
で
は
な
い

ら
し
い
と
い
う
推
測
は
で
き
る
。

 
伊
藤
氏
の
三
系
統
本
の
関
係
図
と
わ
た
く
し
の
そ
れ
と
で
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
伊
藤
氏
の
論
で
は
応
永
本
は
寛
元
本
系
統
と
三
条
西
家
本
と
の
混
成

本
で
あ
り
、
末
流
本
で
あ
っ
て
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
本
文
の
校
訂
に
は
ま
っ

た
く
役
に
立
た
な
い
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
伊
藤
氏
の
論
で
も
、
三

条
西
家
本
も
寛
元
本
系
統
も
遡
れ
ば
A
本
に
至
る
は
ず
だ
が
、
三
条
西
家
本
と

寛
元
本
と
が
本
文
を
異
に
す
る
場
合
、
ど
ち
ら
が
A
本
に
近
い
か
は
わ
か
り
に

く
い
。
語
法
、
そ
の
系
統
の
性
格
の
綿
密
な
調
査
か
ら
迫
っ
て
い
く
ほ
か
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
明
確
な
語
法
の
誤
り
（
例
え
ば
三
条
西
家
本
で
は
下
二
段
の
「
給

ふ
」
の
使
用
に
ご
た
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
伝
本
塁
）
を
除
い
て
は
、
ど
ち
ら
と

も
取
れ
る
場
合
が
多
い
。
一
方
森
田
の
関
係
図
に
よ
れ
ば
、
応
永
本
は
B
本
を

経
て
い
な
い
か
ら
、
三
条
西
家
本
・
寛
元
本
の
誤
り
を
正
す
可
能
性
を
有
す
る

重
要
な
伝
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
系
統
本
間
の
相
互
干
渉
が
あ
ま
り
多

く
な
い
と
す
れ
ば
、
一
、
二
字
程
度
の
誤
り
や
す
い
字
形
か
ら
の
誤
写
は
別
と

し
て
関
係
の
な
い
二
本
が
お
な
じ
よ
う
な
誤
り
を
犯
す
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
三
条
西
家
本
と
応
永
本
系
統
と
が
一
致
し
て
寛
元
本
の
み

が
異
な
っ
て
い
た
り
、
寛
元
本
系
統
と
応
永
本
系
統
と
が
一
致
し
て
三
条
西
家

本
の
み
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
は
、
共
通
す
る
二
系
統
本
の
本
文
の
方

が
正
し
い
（
原
型
に
近
い
）
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
三
条
西
家
本
・
寛
元
本

系
統
の
単
独
異
文
は
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
三
条
西

家
本
と
寛
元
本
系
統
と
が
一
致
し
、
応
永
本
系
統
の
み
が
異
な
っ
て
い
る
場
合

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
系
統
の
共
通
本
文
は
B
本
の
形
を

伝
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
B
本
に
も
誤
り
は
当
然
あ
る
が
、
B
本

の
方
が
転
写
を
重
ね
て
き
た
現
存
の
応
永
本
系
統
の
諸
本
よ
り
信
頼
が
お
け
そ

う
だ
か
ら
、
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
の
共
通
本
文
の
方
が
正
し
い
（
原
型
に
近

い
）
蓋
然
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
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
文
よ
り
も
そ
の
二
系
統
の
本
文
の

方
が
大
体
に
お
い
て
正
し
い
（
原
型
に
近
い
）
、
た
だ
し
、
応
永
本
系
統
の
単

独
異
文
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
正
し
い
可
能
性
も
あ
り
、
慎
重
に
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
考
え
で
あ
り
、
こ
れ
も
関
係
図
と
共
に

吉
田
氏
前
掲
書
に
よ
っ
て
承
認
し
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
、
後
で
考
え
て
み
れ

ば
、
応
永
本
の
単
独
異
文
の
場
合
の
処
理
の
方
法
が
非
常
に
主
観
的
に
す
ぎ
た
。

三
系
統
本
を
対
校
し
て
、
と
簡
単
に
い
っ
た
が
、
現
在
そ
の
系
統
の
本
が
一
本

し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
三
条
西
家
本
は
別
と
し
て
、
寛
元
本
と
し
て
は
飛
鳥
井

雅
章
筆
本
、
宝
玲
文
庫
旧
蔵
本
、
黒
川
家
山
蔵
本
、
横
山
由
清
手
沢
本
に
校
異
と

し
て
四
〇
〇
個
所
ほ
ど
付
さ
れ
て
い
る
木
村
正
善
氏
蔵
本
（
実
物
は
、
田
中
家

書
蔵
本
と
共
に
所
在
不
明
）
が
知
ら
れ
、
応
永
本
は
写
本
が
多
い
。
こ
れ
ら
を

整
理
し
て
そ
の
原
型
本
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
応
永
本
系
統
の
諸
本
の
関
係

に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
共
通
祖
本
（
応
永
本
の
原
型
本
）

復
原
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
近
頃
金
井
浩
文
氏
に

よ
っ
て
応
永
本
系
統
の
本
文
整
定
の
試
み
が
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
応

永
本
も
そ
の
共
通
雪
曇
に
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
B
本
よ
り
も
そ
れ
ほ
ど
劣
っ
て

い
る
本
か
ど
う
か
は
疑
問
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
調
査
結
果
も

あ
る
。
わ
た
く
し
は
『
和
泉
式
部
正
集
』
の
日
記
重
出
歌
の
第
二
群
・
第
三
群
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は
『
和
泉
式
部
日
記
』
か
ら
和
泉
式
部
の
歌
だ
け
を
か
な
り
杜
撰
な
や
り
方
で

だ
が
抜
粋
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
そ
の
抜
粋
の
基
と
な
っ
た
本
は
、

手
習
い
文
の
歌
を
地
の
文
に
紛
れ
さ
せ
て
は
い
ず
、
A
本
を
経
て
い
な
い
本
で
、

日
記
重
出
歌
は
A
本
以
前
の
『
日
記
』
の
姿
を
わ
ず
か
に
で
も
か
い
ま
見
せ
て

く
れ
る
可
能
性
を
持
っ
た
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。
日
記
重
出
歌
群
と
三
系
統

本
の
本
文
を
（
寛
元
本
と
応
永
本
に
つ
い
て
は
祖
本
に
復
原
し
た
形
で
）
比
較

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
結
果
A
本
と
日
記
重
出
歌
意
の
拠
っ
た
A
本
と
は

そ
れ
ほ
ど
差
が
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
日
記
重
出
歌
群
の

本
文
と
応
永
本
の
単
独
異
文
と
の
関
わ
り
で
は
、

 
1
条
・
寛
の
共
通
本
文
と
一
致
す
る
も
の
 
 
 
 
 
 
 
＝
二

 
2
条
・
寛
の
共
通
本
文
と
相
違
し
、
応
と
一
致
す
る
も
の
 
 
六

の
よ
ヶ
な
結
果
が
出
て
い
る
。
日
記
重
出
歌
群
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

1
は
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
系
統
の
共
通
本
文
が
応
永
本
系
統
の
単
独
異
文
よ

り
正
し
い
可
能
性
が
強
く
、
2
で
は
逆
に
応
永
本
系
統
の
単
独
異
文
の
方
が
正

文
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
約
二
対
一
で
、
少
な
い
サ
ン
プ
ル
で
は
あ
る

が
、
応
永
本
系
統
の
単
独
異
文
の
う
ち
三
分
の
一
弱
が
正
文
を
伝
え
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
『
日
記
』
全
体
に
及
ぼ
し
て
考
え
れ
ば
、

，
応
永
本
系
統
の
単
独
異
文
の
う
ち
三
割
程
度
は
A
本
に
近
い
本
文
を
伝
え
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
蓋
然
性
に
と
ど

ま
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
条
西
家
本
と
寛
元
本
系
統
の
単
独
異
文
は
誤

謬
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
伊
藤
氏
の
系
統
論
と
森
田
・
吉
田
幸
一
氏
の
系
統
論
と
は
大
き

な
違
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ど
ち
ら
に
妥
当
性
が
あ
る
の
か
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
か
つ
て
一
度
も
成
さ
れ
た
》
，
」
は
な
く
、
諸
系
統
本
の
性

格
を
究
明
す
る
方
向
に
本
文
研
究
は
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
も
っ
と
も
現
在
は
伊
藤
氏
は
前
掲
の
よ
う
な
関
係
図
を
考
え
て
は
お
ら
れ
な

い
。
森
田
の
い
う
A
本
の
存
在
を
認
め
ら
れ
、
『
伝
本
孜
』
で
は
ご
自
分
の
系

統
論
に
は
触
れ
ず
、
森
田
の
関
係
図
と
そ
れ
を
承
け
た
吉
田
氏
の
関
係
図
と
を

掲
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
く
右
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
吉
田
幸
一
氏
の

お
説
が
、
和
泉
式
部
日
記
諸
本
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
か
V
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
〈
も
っ
と
も
、
「
共
通
痛
言
復
原
の
可
能
性

云
々
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
ろ
う
。
「
共
通
祖
本
復

原
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
楽
観
的
な
立
場
で
、
「
可
能
性

が
な
い
」
と
い
う
の
は
悲
観
的
立
場
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
。
私
の
現

在
ま
で
の
研
究
段
階
で
は
、
「
可
能
性
あ
り
」
と
か
「
可
能
性
な
し
」
と
か
い

う
こ
と
に
言
及
で
き
な
い
が
〉
（
P
一
四
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
森
田

や
吉
田
氏
の
系
統
論
が
信
じ
き
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
森
田
・
吉
田
氏

系
統
論
・
系
統
本
関
係
図
が
正
し
け
れ
ば
、
三
系
統
本
間
で
そ
れ
ぞ
れ
に
異
同

が
あ
る
場
合
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
し
、
原
型
本
以
前
に
は
な
か
な
か
遡
り
に

く
い
の
だ
が
、
た
と
い
三
条
西
家
本
以
外
は
近
世
の
写
本
で
あ
っ
て
も
原
型
本

再
建
の
可
能
性
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ

の
系
統
論
が
信
じ
き
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
伊
藤
氏
は
語
法
の
調
査
や
伝
記
の
性

格
研
究
に
向
か
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
も
と
も
と
本
文
研
究
は
む
ず
か
し
い
。
自
分
で
少
し
で
も
手
を
染
め
て
み
な

け
れ
ば
何
も
い
え
な
い
と
い
う
面
も
あ
る
の
だ
が
、
本
文
研
究
の
サ
イ
ド
に
共

通
見
解
の
な
い
こ
と
が
、
よ
け
い
そ
の
成
果
を
利
用
し
に
く
く
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
森
田
・
吉
田
氏
の
系
統
論
と
原
型
本
再
建

の
方
法
は
十
分
に
吟
味
・
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
森
田
・

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
 
一
『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
論
再
読
・
続
稿
一
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吉
田
氏
の
方
法
論
に
よ
れ
ば
原
型
で
あ
る
は
ず
の
本
文
が
、
正
文
と
は
信
じ
が

た
い
1
1
む
ろ
ん
原
型
本
は
和
歌
一
首
を
誤
っ
て
地
の
文
に
紛
れ
さ
せ
て
し

ま
っ
た
本
な
の
だ
か
ら
、
右
文
の
存
在
も
当
然
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
が
一
も
の
が
多
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り
系
統
論
自
体
も
成
立
が
お
ぼ
つ
か

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
三

 
わ
た
く
し
の
三
系
統
論
は
大
学
院
時
代
の
第
一
論
文
で
、
未
熟
だ
が
、
長
年

，
『
和
泉
式
部
日
記
』
を
読
み
論
文
を
書
き
続
け
て
き
た
中
で
、
わ
た
く
し
の
系

統
論
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
三
条
西
家
本
で
読
ん
で
い
て
、
、

何
か
ひ
っ
か
か
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
場
合
は
、
系
統
論
的
に
見
て
本
文
に
疑

わ
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
い
う
点
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

述
べ
て
い
っ
て
、
旧
論
を
検
証
す
る
と
共
に
、
三
条
西
家
本
一
辺
倒
の
読
み
方

に
つ
い
て
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
改
め
て
問
い
直
し
た
い
。

 
十
月
、
暮
れ
に
訪
れ
た
宮
か
ら
紅
葉
狩
り
の
誘
い
が
あ
っ
た
。

 
 
「
こ
の
ご
ろ
の
山
の
も
み
ち
ば
い
か
に
を
か
し
か
ら
ん
、
い
ざ
、
給
へ
。

 
 
み
ん
」
と
の
給
へ
ば
、
「
い
と
よ
く
侍
な
り
」
と
き
こ
え
て
、
そ
の
日
に

 
 
な
り
て
、
「
サ
ふ
は
物
い
み
」
と
き
こ
え
て
、
と
“
ま
り
た
れ
ば
、
「
あ
な

 
 
く
ち
お
し
。
こ
れ
す
ぐ
し
て
は
か
な
ら
ず
」
と
あ
る
に
、
そ
の
夜
の
時
雨
、

 
 
つ
ね
よ
り
も
木
f
の
木
の
葉
の
こ
り
あ
り
げ
も
な
く
き
こ
ゆ
る
に
、
め
を

 
 
さ
ま
し
て
、
「
風
の
ま
へ
な
る
」
な
ど
ひ
と
り
ご
ち
て
、
み
な
ち
り
ぬ
ら

 
 
ん
か
し
、
昨
日
み
で
、
と
く
ち
を
し
う
お
も
ひ
あ
か
し
て
、
つ
と
め
て
み

 
 
や
よ
り
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
八
ウ
三
九
オ
）

策
し
て
一
組
の
贈
答
歌
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
け
て
、

 
 
ま
こ
と
や
、

 
 
 
 
も
み
ち
ば
・
夜
半
の
時
雨
に
あ
ら
じ
か
し
き
の
ふ
山
べ
を
見
た
ら
ま

 
 
 
 
し
か
ば

 
 
 
と
あ
る
を
御
ら
む
じ
て
、

 
 
 
 
そ
よ
や
そ
よ
な
ど
て
山
べ
を
み
ざ
り
け
ん
け
さ
は
く
ゆ
れ
ど
な
に
の

 
 
 
 
か
ひ
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
九
オ
ウ
）

と
あ
り
、
「
そ
よ
や
そ
よ
」
の
端
に
付
し
た
軽
士
の
も
う
一
首
の
歌
を
契
…
機
に

さ
ら
に
贈
答
は
続
ぐ
の
で
あ
る
。

 
こ
の
時
代
男
女
が
同
車
し
て
の
紅
葉
見
物
な
ど
あ
ま
り
例
は
な
い
。
こ
の
頃

二
人
の
恋
の
噂
は
尾
張
の
赤
汐
衛
門
の
も
と
に
ま
で
届
い
て
い
た
し
、
実
現
し

た
ら
、
か
な
．
り
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
噂
も
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の

本
文
で
は
、
そ
の
日
に
な
っ
て
和
泉
式
部
が
物
忌
だ
と
い
っ
て
断
り
、
約
束
だ

け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
賢
明
な
選
択
だ
．
つ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
後
の

二
人
の
心
の
動
き
が
ど
う
に
も
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
帥
宮
か
ら
自
分
の
屋
敷

で
一
緒
に
暮
ら
さ
な
い
か
と
誘
わ
れ
、
迷
い
な
が
ら
も
式
部
が
そ
れ
を
承
諾
し

て
し
ば
ら
く
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
人
の
関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
い
た
こ
ろ

だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
な
か
で
、
夜
の
強
い
時
雨
の
音
に
「
風
の

ま
へ
な
る
」
と
眩
く
式
部
の
無
常
観
の
ほ
と
ば
し
り
も
注
目
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
．
と
も
か
く
と
し
て
、
紅
葉
見
物
が
だ
め
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
ふ
た
り
の

思
い
の
描
写
も
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
式
部
の
断
り
を
聞
い
た
帥
宮
の
思
い
は

ま
ず
「
あ
な
く
ち
お
し
。
こ
れ
す
ぐ
し
て
は
か
な
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
一
方
強
い
時
雨
に
目
を
さ
ま
し
た
式
部
の
思
い
は
「
み
な
ち
り
ぬ
ら
ん
か

し
。
昨
日
見
で
と
く
ち
を
し
う
お
も
ひ
あ
か
し
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
次

（22）



に
式
部
の
歌
で
は
、
「
き
の
ふ
山
べ
を
見
た
ら
ま
し
か
ば
」
と
あ
り
。
見
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
未
練
、
口
惜
し
さ
は
相
変
わ
ら
ず
強
，
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
対
す

る
宮
の
歌
は
「
そ
よ
や
そ
よ
な
ど
て
や
ま
べ
を
み
ざ
り
け
ん
け
さ
は
く
ゆ
れ
ど

な
に
の
か
ひ
な
し
」
，
で
あ
る
。
断
ら
れ
た
こ
と
に
残
念
だ
と
思
う
の
は
常
の
心

持
ち
だ
ろ
う
が
、
断
ら
れ
て
「
悔
ゆ
る
」
と
い
う
の
は
か
な
り
お
か
し
い
。
断

ら
れ
て
こ
の
歌
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

 
 
そ
う
よ
、
そ
う
よ
、
ど
う
し
て
（
昨
日
）
山
べ
（
の
紅
葉
）
を
み
な
か
っ

 
 
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
朝
に
な
っ
て
貴
方
が
ど
ん
な
に
後
悔
し
た
っ
て
、

 
 
後
の
祭
り
、
な
に
の
効
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

と
和
泉
式
部
を
責
め
る
よ
う
な
口
調
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
急
に
傍

観
者
的
に
な
っ
て
、
思
い
や
り
の
あ
る
い
つ
も
の
帥
宮
の
態
度
と
は
ど
こ
か
違

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
虚
心
に
よ
め
ば
、
「
け
さ
は
く
ゆ
れ
ど
」
は
や
は
り

宮
自
身
の
後
悔
と
理
解
す
る
の
が
ま
っ
と
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
他
の
系
統
論

の
本
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
寛
元
本
で
は
、

 
 
 
「
此
ご
ろ
の
山
の
紅
葉
“
い
か
に
お
か
し
か
ら
ん
。
い
ざ
・
せ
給
へ
、

 
 
見
に
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
い
と
よ
く
侍
な
り
」
と
き
こ
え
て
、
そ
の
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

 
 
に
な
り
て
、
「
け
ふ
は
も
の
い
み
と
て
と
ち
こ
め
ら
れ
て
あ
れ
ば
な
ん
い

 
 
と
く
ち
お
し
う
。
こ
れ
す
ご
し
て
や
か
な
ら
ず
」
と
あ
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
丁
ウ
四
三
オ
）

 
「
そ
の
よ
」
以
下
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
部
分

の
応
永
本
は
、

 
 
'
「
こ
の
此
の
山
の
紅
葉
い
か
に
を
か
し
か
ら
ん
。
い
ざ
た
ま
へ
、
み
ん
」

 
 
と
の
給
は
す
れ
ば
、
「
い
と
よ
く
侍
り
」
と
き
こ
え
て
、
そ
の
日
に
な
り

 
 
て
は
、
「
け
ふ
は
物
忌
に
と
ち
め
ら
れ
て
あ
れ
ば
な
ん
い
と
く
ち
を
し
う
。

 
 
こ
れ
こ
／
れ
す
ぐ
し
て
は
か
な
ら
ず
」
と
・
の
給
は
せ
た
る
に
、
（
四
ニ
オ
ウ
）

と
あ
り
、
小
異
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
本
で
は
物
忌
だ
と
断
っ
た
の
は
帥

宮
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
も
う
一
つ
の
資
料
が
あ
る
。

『
和
泉
式
部
正
集
』
に
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
か
ら
式
部
の
歌
だ
け
を
抜
粋
し

た
前
述
の
日
記
重
出
歌
群
の
他
に
岩
波
文
庫
本
の
歌
番
号
で
二
一
二
～
五
、
二

二
七
～
二
三
二
と
い
う
日
記
重
出
歌
が
あ
る
。
こ
れ
は
帥
宮
の
歌
を
は
づ
き
り

「
帥
の
宮
」
「
宮
」
と
し
て
載
せ
て
い
る
こ
と
、
二
三
三
に
『
和
泉
式
部
日
記
』

に
は
見
え
な
い
母
宮
へ
の
歌
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
第
二
群
・
第
三
群
の
重
出

歌
と
は
無
関
係
で
、
和
泉
式
部
の
歌
反
故
か
ら
出
た
も
の
と
い
う
点
で
研
究
者

の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
日
記
』
以
前
の
、
そ
の
素
材

の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
な
の
だ
が
、
「
も
み
ち
ば
・
」
の
歌
は
そ
の
二
三

二
に
次
の
よ
う
な
形
で
見
え
る
。

 
 
 
 
宮
よ
り
、
「
紅
葉
見
に
な
む
ま
か
る
」
と
の
た
ま
へ
り
け
れ
ど
、
そ

 
 
 
 
の
日
は
と
ど
ま
ら
せ
給
ひ
て
、
そ
の
夜
、
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
、

 
 
 
 
つ
と
め
て
聞
ゆ

 
 
紅
葉
ば
は
夜
は
の
時
雨
に
あ
ら
じ
か
し
昨
日
山
べ
を
見
た
ら
ま
し
か
ば

 
さ
す
が
に
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
は
表
現
が
ま
っ
た
く
違
、
つ
。
し
か
し
、
こ

れ
で
も
紅
葉
見
物
を
断
っ
た
の
は
聖
女
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
だ
と
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
紅
葉
を
見
に
と
誘
う
男
に
も
承
諾
す
る

女
に
も
、
そ
れ
は
か
な
り
強
い
決
断
の
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、

宮
の
真
意
な
り
覚
悟
の
ほ
ど
な
り
を
見
て
み
た
い
と
い
う
思
い
も
和
泉
式
部
に

は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
日
に
な
っ
て
は
ぐ
ら
か
さ
れ
、
「
く
ち
を

し
く
」
思
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
当
に
物
忌
な
の
か
、
い
ざ
と
な
っ

た
ら
体
面
（
体
裁
）
に
宮
は
負
け
た
の
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
屋
敷
へ

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
 
i
『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
論
再
読
・
続
稿
1
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お
い
で
と
誘
っ
た
あ
の
と
き
の
こ
と
ば
も
ど
こ
ま
で
信
じ
ら
れ
る
の
か
。
そ
う

し
た
複
雑
な
思
い
を
想
像
し
な
が
ち
読
ん
で
い
く
と
女
に
つ
い
て
の
『
和
泉
式

部
日
記
』
の
表
現
は
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
七
宮
が
断
っ
た

の
で
あ
れ
ば
「
け
さ
は
く
ゆ
れ
ど
な
に
の
か
ひ
な
し
」
と
い
う
宮
の
歌
も
納
得

い
く
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
歌
を
書
い
た
手
紙
の
端
に
、

 
 
あ
ら
じ
と
は
思
も
の
か
ら
も
み
ち
ば
の
ち
り
や
の
こ
れ
る
い
ざ
行
て
み
ん

と
と
り
つ
く
ろ
う
よ
う
な
歌
を
贈
る
の
も
、
女
が

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

 
 
ん

と
そ
っ
け
な
く
あ
し
ら
う
の
も
う
な
ず
け
る
の
．
で
あ
る
。
宮
が
断
っ
た
と
す
る

寛
元
本
・
応
永
本
の
方
が
系
統
論
か
ら
い
え
ば
原
型
の
は
ず
で
、
作
品
の
読
み

も
そ
れ
を
支
持
し
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
素
材
を
も
う
か
が
わ
せ
る
日
記
重

出
歌
も
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
ま
か
な
点
を
見
て
も
、
前

掲
の
文
の
傍
線
部
分
は
そ
の
系
統
本
の
独
自
異
文
だ
が
、
寛
元
本
系
統
の
そ
れ

「
い
さ
・
せ
給
へ
」
（
い
さ
給
へ
）
「
み
に
」
（
み
ん
）
が
括
弧
内
の
三
条
西
家
本
・

応
永
本
系
統
の
共
通
本
文
よ
り
劣
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
し
て
応

永
本
の
独
自
異
文
は
こ
こ
の
場
合
は
即
断
し
に
く
い
。

 
似
た
ケ
ー
ス
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
最
初
の
部
分
で
帥

宮
は
式
部
に
「
い
か
f
み
給
ふ
」
と
い
っ
て
橘
の
花
を
贈
り
、
式
部
の
「
か
ほ

る
か
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
・
転
…
・
」
の
歌
に
、
宮
は
、

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

 
 
し
ら
ず
や
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ニ
ゥ
）

と
返
歌
す
る
の
だ
が
、
傍
線
部
の
「
ず
や
」
は
他
系
統
本
で
は
「
な
ん
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
式
部
の
歌
反
故
か
ら
出
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
第
一
群
の
日
記

重
出
歌
聖
二
八
で
も
「
な
む
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
原
型
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
「
な
ん
」
の
方
が
や
わ
ら
か
く
押
し
つ
け
が
ま
し
く
も
な
く
、
こ
こ
に

ふ
さ
わ
し
い
。

 
読
ん
で
い
て
違
和
感
を
覚
え
る
ど
い
え
ば
，
、
帥
宮
に
自
邸
に
来
な
い
か
と

誘
わ
れ
て
、
迷
い
つ
つ
決
断
し
た
も
の
の
な
お
迷
う
女
の
心
の
動
き
を
記
し
た

文
掌
中
の

 
 
 
…
…
こ
の
宮
つ
か
へ
ほ
い
に
も
あ
ら
ず
、
い
は
ほ
の
な
か
こ
そ
す
ま
・

 
 
ほ
し
け
れ
、
又
う
き
こ
と
も
あ
ら
ば
い
か
“
せ
ん
、
い
と
心
な
ら
ぬ
さ
ま

 
 
に
こ
そ
思
い
は
め
、
猶
か
く
て
や
す
ぎ
な
ま
し
、
ち
か
く
て
お
や
は
ら
か

 
 
ら
の
御
あ
り
さ
ま
も
み
き
こ
え
、
、
生
む
か
し
の
や
う
に
も
み
ゆ
る
人
の
う

 
 
 
へ
を
も
み
さ
だ
め
ん
と
思
ひ
た
ち
に
た
れ
ば
…
…
 
 
（
四
一
ウ
四
ニ
オ
）

と
い
う
個
所
で
、
親
や
姉
妹
の
次
に
子
ど
も
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
な
ぜ
傍
線
部
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
昔
の

、
人
の
形
見
に
も
思
わ
れ
る
子
供
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
の
よ
う
に
訳

す
の
が
無
難
だ
が
、
表
現
を
尊
重
し
て
直
訳
す
れ
ば
「
昔
の
人
（
橘
道
貞
）
）
そ
っ

く
り
に
見
え
る
子
ど
も
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
帥
宮
と
の
愛
の
中
で

な
ぜ
道
貞
を
持
っ
て
き
て
の
表
現
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
他
系
統
で

は
「
ほ
だ
し
の
や
う
に
見
ゆ
る
ひ
と
み
＼
」
（
寛
元
本
系
統
）
か
「
ほ
だ
し
の

や
う
な
る
人
」
（
応
永
本
系
統
）
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
後
の
方
に
は
異
同
．

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
む
か
し
」
は
「
ほ
だ
し
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お

そ
ら
く
後
の
部
分
は
応
永
本
系
統
が
正
し
く
「
ほ
だ
し
の
や
う
な
る
人
」
が
原

型
で
、
「
わ
た
く
し
を
現
世
に
つ
な
ぎ
と
め
る
子
ど
も
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
三
条
西
家
本
の
こ
の
文
の
「
ち
か
く
て
」
も
単
独
異
文
で
寛
元
本
系
統
（
四

．
六
オ
）
応
永
本
系
統
（
四
五
ウ
）
と
も
「
ち
か
く
て
だ
に
」
で
あ
る
。
こ
の
「
だ

（24）



に
」
は
重
要
な
助
詞
で
、
出
家
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
、
だ
か
ら
そ
の
ま
ま

家
に
い
て
十
姉
妹
や
我
が
子
の
面
倒
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
．
帥
宮
邸
に

入
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
微
妙
な
心
情
を
伝
え
る
「
だ
に
」
が
無

関
係
な
複
数
の
本
に
後
で
つ
く
は
ず
は
な
い
。
「
ち
か
く
て
だ
に
」
が
系
統
論

の
示
す
通
り
原
型
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
ま
で
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
作
者

の
心
情
に
肉
薄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
「
み
き
こ
え
」
も
三
条
西
家
本

の
単
独
異
文
で
寛
元
本
系
統
・
応
永
本
系
統
共
「
み
き
こ
え
ん
」
（
字
形
は
京

大
本
）
で
あ
る
。
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
語
法
そ
の
他
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
と

こ
ろ
だ
が
、
理
論
通
り
「
み
き
こ
え
ん
」
を
採
っ
て
も
問
題
は
な
い
。
系
統
論

が
確
認
で
き
れ
ば
、
こ
う
し
た
箇
所
の
判
断
も
容
易
な
の
で
あ
る
。

 
最
後
の
贈
答
歌
、

 
 
い
か
に
お
ぼ
さ
惹
・
に
か
あ
ら
ん
、
心
ぼ
そ
き
こ
と
f
も
を
の
給
は
せ
て

 
 
「
猶
よ
の
な
か
に
あ
り
は
つ
ま
じ
き
に
や
」
と
あ
れ
ば
、

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

 
 
 
 
み
や
せ
ん

 
 
と
き
こ
え
た
れ
ば
、

 
 
 
 
く
れ
竹
の
う
き
ふ
し
し
げ
き
世
尊
に
あ
ら
じ
と
そ
お
も
ふ
し
ば
し
ば

 
 
 
 
か
り
も
 
 
 
 
 
 
 
 
。
 
 
 
 
 
 
（
五
〇
ウ
五
一
オ
）

の
最
初
の
和
泉
式
部
の
歌
の
第
五
句
は
寛
元
本
と
は
一
致
し
て
い
る
が
、
応
永

本
系
統
で
は
こ
の
歌
は
、

 
 
呉
竹
の
よ
・
の
ふ
る
ご
と
お
も
ほ
え
ん
昔
が
た
り
は
君
の
み
ぞ
せ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
六
オ
）

・
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
句
の
異
同
は
こ
の
段
階
で
は
何
と
も
い
い
が
た
い
が
、

第
五
句
は
「
君
の
み
ぞ
せ
ん
」
と
三
条
西
家
本
・
寛
元
本
と
は
ま
っ
た
く
正
反

対
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
き
れ
る
。
「
猶
よ
の
な
か
に
あ
り
は
つ
ま
じ
き
に

や
」
と
い
う
宮
の
心
細
い
思
い
を
三
条
西
家
本
等
で
は
肯
定
し
、
「
そ
れ
で
は

わ
た
く
し
一
人
が
生
き
永
ら
え
、
…
…
二
人
の
恋
の
昔
語
り
は
わ
た
く
し
だ
け

が
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
和
泉
式
部
が
沈
み
込
ん
で
歌
う
こ
と
も
あ
り
え
な

い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
事
実
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
に
な
っ
た
の
だ
が
、

応
永
本
系
統
の
よ
う
に
、
「
い
い
え
い
い
え
宮
様
は
長
生
き
な
さ
っ
て
、
…
…

二
人
の
恋
の
昔
語
り
は
き
っ
と
あ
な
た
様
だ
け
が
（
こ
そ
が
）
な
さ
い
ま
し
ょ

う
」
と
慰
め
歌
う
方
が
は
る
か
に
自
然
だ
し
、
そ
う
い
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、

「
あ
ら
じ
と
そ
お
も
ふ
し
ば
し
ば
か
り
も
」
と
い
う
「
猶
よ
の
な
か
に
あ
り
は

つ
ま
じ
き
に
や
」
と
い
う
前
の
こ
と
ば
よ
り
も
っ
と
強
い
表
現
の
歌
が
重
ね
て

詠
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
か
ら
抜
粋
し
た
と

見
ら
れ
る
日
記
重
出
群
の
第
二
群
を
見
る
と
、
こ
の
歌
は
四
三
〇
と
し
て
、

 
 
 
 
な
ほ
世
に
も
あ
り
は
つ
ま
じ
き
こ
と
の
た
ま
は
す
れ
ば

 
 
呉
竹
の
よ
よ
の
古
言
お
も
ほ
ゆ
る
昔
語
り
は
き
み
の
み
ぞ
せ
ん

と
あ
っ
た
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
場
合
、
わ
た
く
し
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ

て
三
条
西
家
本
な
ど
の
よ
う
な
形
を
応
永
本
の
よ
う
な
形
に
変
え
る
よ
う
な
書

写
者
も
あ
る
い
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
正
劇
』
の
よ
う
な
形
で
は

意
図
的
な
改
変
は
生
じ
に
く
く
、
日
記
重
出
歌
群
を
も
入
れ
た
系
統
論
の
立
場

か
ら
い
え
ば
、
応
永
本
系
統
と
日
記
重
出
面
と
が
一
致
す
る
「
君
の
み
ぞ
せ
ん
」

が
原
型
、
と
い
う
よ
り
原
本
の
形
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は

『
和
泉
式
部
日
記
』
成
立
の
事
情
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
何
度

も
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、

三
条
西
家
本
で
、
和
泉
式
部
の
歌
の
前
に
あ
る
「
と
あ
れ
ば
」
も
独
自
異
文
。

他
系
統
本
の
よ
う
に
「
と
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば
」
に
改
め
て
も
問
題
は
な
い
。

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
 
一
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』
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帥
宮
が
恋
心
を
明
か
し
た
二
番
目
の
歌
、

 
 
う
ち
い
で
．
・
も
あ
り
に
し
も
の
を
中
く
に
く
る
し
き
ま
で
も
な
げ
く
け

 
 
ふ
か
な

に
答
え
た
、

 
 
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
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
オ
）

こ
の
末
句
は
他
系
統
本
の
よ
う
に
「
す
ぐ
す
月
日
を
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
、
例
は
い
く
ら
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
き
り
が
な
い
。
伊
藤
重
氏
の
『
和
泉

式
部
日
記
伝
本
孜
』
で
は
二
系
統
本
を
対
校
し
て
本
文
を
吟
味
し
て
お
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
こ
を
三
系
統
の
本
に
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
わ
た
く
し

の
本
文
論
か
ら
の
結
論
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

 
そ
の
『
伝
本
四
』
の
中
に
「
返
ら
せ
給
」
と
「
お
は
し
ま
す
」
と
い
う
項
が

あ
る
（
P
二
七
五
～
八
）
。

 
 
 
「
あ
す
は
も
の
い
み
と
い
ひ
つ
れ
ば
、
な
か
ら
む
も
あ
や
し
と
思
て
な

 
 
ん
」
と
て
か
へ
ら
せ
た
ま
へ
ば

 
 
 
 
こ
・
う
み
に
雨
も
ふ
ら
な
ん
や
ど
す
ぎ
て
そ
ら
行
月
の
か
げ
や
と
ま

 
 
 
 
る
と

 
 
人
の
い
ふ
ほ
ど
よ
り
も
う
め
き
て
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。
「
あ
が
き
み
や
」

 
 
と
て
し
は
し
の
ぼ
ら
せ
重
て
い
で
さ
せ
給
と
て
、

 
 
 
 
あ
ぢ
き
な
く
雲
井
の
月
に
さ
そ
は
れ
て
か
げ
こ
そ
い
つ
れ
こ
・
ろ
や

 
 
 
 
は
ゆ
く

 
 
と
て
返
ら
せ
給
ぬ
る
の
ち
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
九
オ
ウ
）

の
文
で
傍
線
部
は
寛
元
本
（
一
八
オ
）
が
「
お
は
し
ぬ
る
」
応
永
本
は
「
お
は

し
ま
し
ぬ
．
る
」
と
両
者
は
類
似
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
伊
藤
氏
は
作
品
中

の
諸
系
統
本
の
用
例
を
精
査
さ
れ
て
、
．
宮
が
女
の
家
か
ら
自
邸
に
帰
る
場
合
「
お

は
し
ま
す
」
を
使
用
し
た
の
は
三
例
（
三
条
西
家
本
は
一
例
）
で
、
「
か
へ
ら

せ
た
ま
ふ
」
が
六
例
、
一
方
、
宮
が
女
の
家
を
訪
問
す
る
場
合
は
「
お
は
し
ま

す
（
お
は
す
）
」
が
使
用
さ
、
れ
、
三
条
西
家
本
・
応
永
本
に
二
七
例
、
寛
元
本

に
二
六
例
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
伊
藤
氏
は
、

 
 
…
…
和
泉
式
部
日
記
に
お
け
る
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
用
例
か
ら
み
る
な

 
．
ら
、
三
条
西
本
の
「
返
ら
せ
給
」
の
ほ
う
が
普
通
の
述
べ
方
と
い
う
こ
と

 
 
に
な
ろ
う
か
。
応
永
本
が
「
お
は
し
ま
す
」
を
使
用
し
た
そ
の
意
図
は
さ

 
 
だ
か
で
な
い
が
、
前
の
「
か
へ
ら
せ
給
へ
ば
」
と
の
重
複
を
避
け
た
の
で

 
 
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
応
永
本
の
「
お
は
し
ま
す
」
の
ほ
う
が
先
で
あ
っ

 
 
て
、
そ
れ
を
あ
と
か
ら
三
条
西
本
が
前
文
と
合
わ
せ
て
「
返
ら
せ
給
」
・
と

 
 
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
（
P
二
七
八
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
伊
藤
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
の
家

か
ら
の
宮
の
帰
邸
を
三
系
統
本
揃
っ
て
「
お
は
し
ま
す
」
で
表
現
し
て
い
る
例

が
一
つ
あ
る
。

 
 
れ
い
よ
り
も
う
か
び
た
る
こ
と
．
・
も
を
の
給
は
せ
て
、
あ
け
ぬ
れ
ば
お
は

 
 
し
ま
し
ぬ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
八
ウ
）

 
こ
れ
は
三
条
西
家
本
の
本
文
だ
が
「
お
は
し
ま
す
」
の
部
分
は
ど
の
系
統
の

本
も
一
致
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
前
の
例
の
場
合
わ
た
く
し
の
方
法

論
で
は
「
お
は
し
ま
し
ぬ
る
」
か
「
「
お
は
し
ぬ
る
」
（
両
系
統
本
の
信
頼
度
か

ら
考
え
て
多
分
前
者
）
が
原
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
そ
れ
で
問
題
は
な
い
こ

と
に
な
る
。

 
三
条
西
家
本
の
単
独
異
文
が
信
頼
で
き
な
い
と
い
っ
た
が
、
た
だ
一
つ
問
題

に
な
る
の
は
、
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「
…
…
『
こ
れ
も
て
ま
い
り
て
、
い
か
ぐ
み
給
、
と
て
た
て
ま
つ
ら
せ
よ
』

 
 
と
の
た
ま
は
せ
つ
る
」
と
て
た
ち
ば
な
の
花
を
と
り
い
で
た
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ニ
オ
）

の
傍
線
部
分
が
他
系
統
本
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
元
本
で
は
、

 
 
「
…
…
『
こ
れ
も
て
ま
い
り
て
、
い
か
“
見
給
ふ
、
と
て
た
て
ま
つ
ら
せ
よ
』
」

 
 
と
て
、
た
ち
ば
な
を
と
り
い
で
た
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ニ
ォ
）

と
あ
り
、
応
永
本
で
は
、

 
 
「
…
…
『
こ
れ
ま
い
ら
せ
よ
。
い
か
“
見
給
ふ
』
」
と
て
、
橘
の
花
を
と
り

 
 
い
で
た
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ニ
オ
）

で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
と
の
た
ま
は
せ
つ
る
」
と
い
う
小
舎
人
童
の
説
明
が
な

い
た
め
に
、
帥
宮
の
こ
と
ば
と
小
舎
人
童
の
こ
と
ば
と
が
同
時
に
終
わ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
つ
て
応
永
本
と
同
形
の
群
書
類
従
本
の
こ
の
個
所
に
疑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
麟

問
を
持
ち
、
い
く
つ
か
の
改
訂
案
を
示
さ
れ
た
五
十
嵐
予
予
が
雑
誌
「
文
学
」

に
『
異
本
和
泉
式
部
日
記
』
と
レ
て
紹
介
・
翻
刻
さ
れ
た
三
条
西
家
本
に
接
し

て
感
激
し
、
「
さ
す
が
愚
按
よ
り
は
自
然
で
勝
っ
て
る
る
。
要
す
る
に
、
流
布

の
諸
本
は
「
と
」
か
ら
「
と
」
に
飛
び
移
っ
て
、
大
切
な
中
間
の
「
の
た
ま
は

せ
つ
る
」
を
書
き
落
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
た
し

か
に
三
条
西
家
本
の
方
が
わ
か
り
が
よ
い
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
．
の
系
統
論
の

場
合
、
無
関
係
な
二
本
が
ま
っ
た
く
同
じ
誤
り
を
お
か
す
だ
ろ
う
か
。
後
の
例

だ
が
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
、

 
 
「
三
位
の
御
も
と
よ
り
『
さ
き
ざ
き
の
御
心
地
の
を
り
も
、
御
か
た
は
ら

 
 
に
常
に
さ
ぶ
ら
う
人
の
見
ま
み
ら
す
る
が
よ
き
に
、
よ
く
見
ま
み
ら
せ
よ
。

 
 
を
り
あ
し
き
心
地
を
病
み
て
参
ら
ぬ
が
、
わ
び
し
き
な
り
』
」
と
申
せ
ど
、

 
 
え
ぞ
続
け
や
ら
ぬ
。
 
 
 
 
 
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
P
三
九
八
）

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
え
ぞ
続
け
や
ら
ぬ
」
た
め
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
代
の
散
文
は
今
日
の
よ
う
に
理
路
整
然
と
書
か
れ

て
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
寛
元
本
に
よ
る
小
松
登
美
氏
の
『
和
泉
式
部
日

記
 
上
 
全
訳
注
』
の
校
異
の
項
に
は
「
と
て
」
に
つ
い
て
「
『
三
条
西
本
』

こ
の
上
に
『
の
た
ま
は
せ
つ
る
』
が
あ
り
、
意
味
は
そ
の
方
が
通
る
が
、
こ
の

時
代
の
、
前
後
関
係
か
ら
意
味
が
わ
か
れ
ば
、
言
葉
を
途
中
で
言
い
さ
す
や
り

方
の
例
と
見
て
こ
の
ま
ま
に
し
た
」
と
あ
る
。
原
型
が
完
全
で
あ
る
と
も
か
ぎ

ら
な
い
し
、
も
と
も
と
走
り
書
き
の
得
意
な
和
泉
式
部
で
も
あ
っ
た
。
「
と
の

た
ま
は
せ
つ
る
」
の
な
い
方
が
原
型
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

 
も
う
一
つ
疑
問
な
の
は
、

 
 
 
 
こ
・
う
み
に
雨
も
ふ
ら
な
ん
や
ど
す
ぎ
て
そ
ら
行
草
の
か
げ
や
と
ま

 
 
 
 
る
と

 
 
人
の
い
ふ
ほ
ど
よ
り
も
う
め
き
て
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。

の
「
う
」
が
応
永
本
系
統
と
一
致
し
、
寛
元
本
系
統
に
は
「
こ
」
と
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
は
「
こ
め
き
て
」
の
方
が
「
う
め
き
て
」
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の

だ
が
、
寛
元
本
系
統
の
み
が
正
文
を
伝
え
て
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
こ
は
一
字
の
異
同
で
、
「
う
」
と
「
こ
」
は
誤
り
や
す
い
字
形
を
有
し
て
も

い
る
。
原
型
は
・
「
こ
の
き
て
」
で
あ
っ
た
の
に
、
三
条
西
家
本
と
応
永
本
が
誤

写
を
犯
し
た
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

 
三
条
西
家
本
は
た
し
か
に
最
も
古
い
写
本
で
三
条
西
実
隆
（
一
四
五
五
～
一

五
三
七
）
の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
一
三
本
に

す
ぎ
な
い
。
寛
元
本
系
統
の
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
奥
書
は
信
じ
が
た
い

（
森
田
『
和
泉
式
部
日
記
馬
騎
』
）
が
、
応
永
本
も
応
永
二
一
年
（
一
四
一
四
）

享
録
二
年
（
一
五
二
九
）
の
奥
書
を
持
つ
本
か
あ
り
、
そ
の
共
通
祖
母
は
三
条

『
和
泉
式
部
日
記
』
は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な
い
 
一
『
和
泉
式
部
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記
』
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統
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続
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西
家
本
よ
り
遡
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
中
世
・
近
世
に
流
布
し
て
い
た
の

は
応
永
本
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
三
条
西
家
本
は
あ
る
家
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
、
流
布
の
跡
が
少
な
い
。
そ
の
た
め
損
傷
は
少
な
く
、
合
理
化
や

添
削
意
識
も
あ
っ
て
一
応
は
読
み
や
す
い
の
だ
が
、
誤
文
も
多
い
。
注
釈
に
あ

た
っ
て
は
重
要
な
異
文
は
注
す
べ
き
だ
し
、
論
じ
る
際
も
他
系
統
の
本
を
参
酌

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
1

234678

『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
論
再
説
 
國
學
院
大
學
院
友
学
術
振
興
会

編
『
新
国
学
の
諸
相
』
所
載
 
お
う
ふ
う
 
近
刊
。

和
泉
式
部
日
記
は
藤
原
俊
成
の
作
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
二

昭
二
八
・
九

『
和
泉
式
部
日
記
』
昭
三
一
（
解
説
・
校
異
篇
を
昭
三
三
に
付
載
）
武
蔵

野
書
院

和
泉
式
部
正
集
の
日
記
重
出
歌
本
文
考
一
日
記
原
本
再
建
の
資
料
と
し

て
1
國
學
院
雑
誌
 
昭
四
一
・
四
 
 
『
和
泉
式
部
日
記
論
孜
』
第
一
章

の
二
。

和
泉
式
部
日
記
応
永
本
系
統
本
本
文
整
定
の
試
み
 
上
下
 
大
学
院
研

究
年
報
〈
中
央
大
学
〉
↓
九
・
二
〇
 
平
二
・
三
 
三
・
三
。
中
 
中

央
大
学
国
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