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「
蜻
蛉

日
記

」
上
巻

の
成
立

に
関
す
る
私
論

『一

 

古

賀

典

子

蜻

蛉

日
記

が
難
解

な

の
は

そ
の

「
自

己
特
有
的

文

体
」

に
あ
る
、

と
言

わ
れ

て

い
甑
が
、
作
者

道
綱

母

の
、

こ
の

い
わ
ば

〈
一
人
合
点

〉

の
文
体

の
難
解

さ
は

、
複
雑

な
成

立
事

情

を
明
ら

か

に
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
多

少

な
り

と
も
軽

減
さ

れ
る
で

あ
ろ

う
。
本
稿

に
於

て
は
、
靖
蛉

日
記
上

巻

の
成
立

に

つ
い

て
私
見

を
述

べ
た

い
。

蜻
蛉

日
記

に
関
し

て
そ

の
成

立

の
面
か

ら

の

ア
プ

ロ
ー

チ
は
、
従
来
も

様

々
に

試

み
ら
れ

て
お
り
、

そ
れ

ら
は
、

一
下

巻
末

年

天
延

二
年

(九
七

四
年

)
以
後

、
晩

年

に
近

い
作
者

が
全

体

を

回
想
し

て
書

い
た
と

す
る
説

、

二

天
禄

二
年

(九

七

一
年

)
後

半

に
鳴

滝
篭

り

の
体
験
を
経

た
作
者

が
中

巻

の
世
界
ま
で

を

一
応
ま

と
め

、
下

巻
は
上
中

巻
執

筆

に
よ

っ
て
深

め

た

反
省

と
落
ち

着
き

と
を

以

て
大

体

日
記
的

に
記
録
し

て
い

っ
た
と

す
る
説

日
上
巻

と
中

巻

の
間

に
も

執
筆
時

期

の
ず

れ
を
認
め

て
、
上

巻

の
執

筆
時

期

を
安

和

二
年

(九

六
九
年

)
に
置
く

説
、

の
三
説

に
大
約

さ

れ
、

一
般

に
は
二
が

通
説

と
目
さ

れ

て

い
た
。

以
下

に
各
説

を
概

観

し
問
題
点

を
探

っ
て
み
る
。

池

田
亀
鑑
博

士

は
、

日
記
中

の
記
事

の
、

史
実

と

の
相

違
を

主
た

る
根

拠

に
一

の
説

を
出

さ
れ

た
。
岡

一
男
博

士

は
、
史

実
と

の
相
違

に
加

え

て
、

作
者

の
執
筆

意
図
、
芸

術
構

成

、
同
時

代

の
他

の
文
学

作

品
で

あ
る

「
宇

津

保
物

語
」

「
大
和
物

語

」

「
古

今
和

歌
六
帖

」

と

の
関

係
な

ど
を
考

慮

し

て
、

執
筆
年

代
を

天

元
五
年

(
九
八

二
年

)
と
推

定
す

る

こ
と

に
よ

っ

て
池

田
博

士

の
説

に
左

祖
さ
稽

た
。
と

こ
ろ
が

・
本

文
記

述
と

史
実
と

の

相
違

に

つ
い
て
は
、
後

に
藤
本

俊
枝

氏

に
よ

っ
て
、

〈
回
想

に
よ

っ
て
書

か

れ
た
〉

と
す

る
根
拠

に
は
な

っ
て
も

、
そ

の
ま
ま

〈
全
巻

が

一
括
し

て

作
者

の
晩

年

に
執
筆

さ
れ

た
〉
と

す
る
根
拠

に
は
な

り
得

な

い
こ
と
が

明

か

に
さ
れ

た
。

更

に
、
他

の
作
品
と

の
関

係

に

つ
い
て
は
、

そ
れ

ら

の
は

っ
き

り
し

た
成

立
年
代

が
不

明
で
あ

る

こ
と
、

及
び
作

品
間

に
類

似

の
表

現
が

あ
る

か
ら

と

い

っ
て
簡
単

に
作

品
成

立

の
前

後
関

係
を

論
ず

る

こ
と

は
で

き

な

い
こ
と
、

な
ど

の
理
由
で

全
巻

一
括
執

筆

説

の
論

拠
と

し

て
は

必
ら
ず

し

も
適
当

で

な

い
。

又
、

〈
蜻
蛤

日
記

の
芸

術
構

成
〉

に

つ
い
て

は
、
作

品

の
記
載
事

実

や
作
者

の
内

面

の
問

題
を

み

て
み
れ
ば

、
作
者

に

よ

っ
て
意

図
さ
れ

た
も

の
と

は
到
底
考

え
ら

れ
な

い
の
で

あ

っ
て
、

こ
の

こ
と

を
以

て
成
立
論

の
根

拠
と

は
な

し
得
な

い
。

こ
の
よ

う

に
み

て
く

る
と
、
全

巻

一
括
執

筆
説

が
出

さ
れ

る
有

力

な
根



拠

と
な

っ
た

、
本

文
記

述
と

史
実
と

の
相
違

や
、

他

の
同

時
代

の
文
学
作

品
と

の
交

渉
、

が

そ
の
論

拠

と
な
り

得
な

い

こ
と

が
明
白

で
あ

る
以
上
、

記

述
量

の
変
化

、

日
次

の
現
れ

方
、
作
者

の
心
理

の
変
化

な
ど

の
様

々
な

日
記

内
部

の
変

化

に

つ
い

て
顧
慮

し
な

い
池

田
、

岡
両
博
士

の
説

が
、
本

日
記

の
成

立
論
と

し

て
は
不
適
当

で
あ

る

こ
と
は

明
ら
か
で

あ
る
。

柿
本

奨

氏
は
、

日
記
冒

頭

の
序

文

の
解

釈
を
根

拠

に
全
巻

一
括
執

筆
説

に
加

わ

っ
て
お
ら

れ
る
が

、
序
文

の
解
釈
自

体

に
多

く

の
問
題

が
残

さ
れ

て

い
る

こ
と
で

も
あ

り
、

こ
れ
を

以

て
執

筆
時
期

推
定

の
根
拠

と
す

る

の

は
無

理
で

は
あ
る
ま

い
か

。

次

に
前

述

口

の
説

の
検
討

に
移

る
。

藤

岡
作
太
郎

博
士

は
、

日
記
内
部

の
記

述

の
精
粗

、

回
想
記

か
ら

日
次

記

へ
の
移

行
な

ど

に
着

眼

さ
れ

て
、

天
禄

二
年
起
筆

説
を
出

さ
れ
た
が

、

喜
多

義

勇
博

士

は
更

に
、
作
者

の
内

面
的
執

筆
契
機

を
も

推
断

さ
れ

て
、

「
上

中
巻

が
天

禄

二
年

の
後
半

に
於

て
執
筆

さ
れ

た
も

の
で

あ

り
、
殊

に

上
巻

は

一
つ
の
纒

っ
た
自

叙
伝

と
し

て
、
中

巻
は

梢
そ

の
延
長
と

い
ふ

形

に
於

て
作

ら
れ

て
ゐ
る

」
と
論

じ
ら
れ

、
上

巻
と
中

巻
が

分
け

ら
れ
た

こ

と

に

つ
い
て
は
、

「
は
じ

め
連
続
的

に
執

筆

し

て
い
た
も

の
を
、
内

容

の

精
粗

の
差
を

も
考
慮

し

て
区
切

り

の
よ

い
初
瀬

詣

の
年
で

、
し
か

も
十

五

年
目

と

い
う
と

こ
ろ
で
上

巻
を
立

て
た

」
と

さ
れ
た

。

そ
し

て
こ
の
両
博

士

の
説

が
今

日
の
通
説

の
原
型

と
な

っ
て

い
る
。

靖
蛤

日
記

の
成
立

を
論
ず

る
目
的

が

、

日
記
内

部

の
複
雑

な
様
相

を
作

品

の
成

立
事

情
と
関

連

さ
せ

て
考

察
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
書

か
れ

て
い

る
内
容

を
よ

り
よ
く

解
明

す
る

こ
と

に
あ
る

こ
と
を
思

え
ば

、
記
載

の
内

外

面
か

ら
考
察

を
加

え
た
本

説
は
、

成
立

を
論
ず

る
方
法

と

し

て
は
、
本

道

を

行
く
も

の
と

思
わ

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
天
禄
二
年
起
筆
説
に
も
問
題
が
残
ら
な
い
訳
で
は
な
く
、

藤
岡

・
喜
多
両
博
士
共
に
序
文
践
文
で
括
ら
れ
た
上
巻
に

一
応
注
目
さ
れ

な
が
ら
も
、
上
巻
か
ら
中
巻
に
か
け
て
の
様
々
な
変
化
に
つ
い
て
、
深
く

は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

日
の
説
を
出
さ
れ
た
守
屋
省
吾
氏
は
、
上
巻
か
ら
中
巻
に
か
け
て
の
時

間
的
記
述
の
精
粗
、
記
述
量
の
多
少
等
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
さ
れ
た
結

果
、
上
巻
最
終
年
安
和
元
年
と
中
巻
初
年
安
和
二
年
と
の
間
に
大
き
な
断

層
を
認
め
ら
れ
て
、

「具
体
的
な
執
筆
時
を
天
禄
二
年
の
秋
冬
に
あ
る
と

仮
定
し
て
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
十
八
年
の
回
想
記
述
で
あ
る
な
ら

ば
」
こ
の
よ
う
な
断
層
は
あ
る
筈
が
な
い
、
と
し
て
、
従
来
の
上
中
巻
連

続
執
筆
説
を
否
定
し
、
上
巻
の
成
立
時
期
を
中
巻
安
和
二
年
か
ら
天
禄
元

年
正
月
ま
で
の
本
文
粗
筆
期
間
に
あ
る
と
推
定
さ
難

。
氏
の
説
は
・
従

来
不
問
に
付
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
上
巻
と
中
巻
の
間
の
外
面
に
現
れ
た
客

観
的
記
載
事
実
を
上
巻
の
成
立
に
結
び
つ
け
た
点
で
、
旧
説
の
弱
点
を

つ

つ
く
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
守
屋
氏
が
言
わ
れ
る
如
く
、
安
和
元
年
か
ら
同
二
年
に
か
け
て

の
日
付
記
述
量
の
急
増
を
、
蜻
蛤
日
記
そ
の
も
の
の
日
録
へ
の
変
化
、
ひ

い
て
は
執
筆
時
期
の
相
違
に
よ
る
変
化
へ
結
び
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
量
的
変
化
の
み
を
以
て
直
ち
に
日
記
執

筆
時
期
の
相
違
と
す
る
に
は
柳
か
不
安
を
感
じ
る
。氏
の
結
論
に
至
る
前

に
、
問
題
の
安
和
二
年
前
後
の
記
述
に
、
日
付
記
述
の
量
的
変
化
の
み
に

と
ど
ま
ら
ず
、
質
的
変
化
を
も
追
跡
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
方
面
の
考
察
の
結
果
を
併
せ
考

え
る
事
に
よ
り
初
あ
て
、
明
確
に
執
筆
時
期
に
関
す
る
結
論
が
導
か
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
。

仙騨



二

自

己

の
作

品

に
自

ら

「
か

げ

ろ

ふ

の

日

記

」

と

命

名

し

た

作

者

が

、

作

品

執

筆

の
時

点

に

於

て

い

わ

ゆ

る

「
日
次

の
記

」

と

い

う

こ

と

を

ど

の
よ

う

に

意

識

し

て

い

た

か

、

上

中

巻

に

つ
い

て

日

付

も

し

く

は

そ

れ

に
準

ず

る

と

考

え

ら

れ

る

よ

う

な
時

間

的

記

述

を

挙

げ

て

み

る

。

上

巻

天

暦

八

年

〇
九
月

に
な
り
ぬ
。

つ
ご
も
り
が
た

に
、
し
き
り

て
二
夜
ば
か
り

み
え
ぬ
ほ
ど

。

注
11

二

四
)

天
暦
九
年

、O
春

夏
な
や
み
く
ら
し
て
、
八
月

つ
ご
も

り
に
、
と
か

う
物
し

つ
。

(
一
八
)

〇
十
月

つ
ご
も
り
が

た
に
三
夜
し
き
り

て

み
え

ぬ
時
あ
り
。

二

八
)

天
暦
十
年

・

〇
三
月
ば
か
り

に
も

な
り
ぬ
。
桃

の
花
な
ど

や
取
り
設

け
た
り

け
ん

、
今

日
ぞ
み

え
ぬ
。

四
日
の

つ
と
め

て
ぞ
皆
み
え
た

る
。

(二
〇

)

〇
五
月

三
四
日
の
ほ
ど

に
か
く

い
ひ
や

る
。

(
二
二
)

〇
六
月

に
な
り

ぬ
。

つ
い
た
ち
か
け

て
、
長

雨
い
た
う
す
。

(二
二
)

天
徳

二
年

O
時

は
七
月

五
日
の
こ
と
な
り
。
な
が
き
も

の
い
み
に
さ
し
こ
も
り
た
る

ほ
ど

に
、
か

く
あ
り
し
返
り
ご
と

に
は
、
あ
ま

の
か

は
な
ぬ
か
を
ち
ぎ

る
心
あ
ら
ば

。

(三
八

)

応
和

二
年

○
そ
の
こ
ろ
、

五
月
廿
余

日
ば

か
り
よ
り

、
四
十

五
日
の
忌
た
が

へ
む
と

て
、
あ
が
た

あ
り
き

の
所

に
わ

た
り
た
る
に

。

(四
〇

)

O
た
な
ば

た
は
明
日
ば

か
り
と
思
ふ

。
十
五
六

日
に
な
り

ぬ
れ
ば
、
盆

な
ど

す

る
ほ
ど

に
な
り
に
け
り
。

(四
三
)

応
和

三
年

o
年

か

へ
り
て
、
な
で

う

こ
と
も

な
し
。

こ
の

つ
い
た
ち
よ
り
ぞ
、
殿
上

ゆ
る
さ

れ

て
あ
る
。

(四
四
)

康

保
二
年

o
ゆ
く
人
は
二
藍
の
小
桂

な
り
、
と
ま
る
は
た

ゞ
薄
物

の
赤
朽
葉
を
き

た
る
を
、

ぬ
ぎ

か

へ
て
わ
か
れ
ぬ
。
九
月
十

余
日
の
ほ
ど
な
り
。

(五
四
)

康

保
三
年

〇
九

月
に
な
り
て

。
ま
た
、
お
な
じ

つ
ご
も
り

に
、
あ
る
と

こ
ろ
に
お
な
じ

や

う
に
て
ま
う
で

け
り
。

(六
四
)

o
秋

は
て
て
、
冬
は

つ
い
た
ち
、

つ
ご
も
り
と

て
、
悪
し
き
も
善
き
も

さ
わ
ぐ
め

る
も

注
12

の
な
れ
ば

、
ひ
と
り
寝
の
や
う
に
て
す
ぐ
し

つ
。

(六
五
)

康
保

四
年

〇
三
月

つ
ご

も
り
が
た
に
、
か
り
の

こ
の
見
ゆ
る
を

。

(六
六

)

〇
五
月

に
も

な
り
ぬ
。
十

余
日
に
、
内
裏

の
御
く
す
り

の
こ
と
あ
り

て
の

ゝ
し

る
。

(

⊥ハ
六

)

O
乗
物

な
き
ほ
ど
に
は
ひ
わ
た
る
ほ
ど
な
れ
ば

、
人
は
お
も
ふ
や
う
な
り
と
思

ふ
べ
か

め

り
。
十

一
月

な
か
の
ほ
ど
な
り
。

(六
八
)

〇
十

二
月

つ
ご

も
り
が
た
に
、
貞
観

殿
の
御
方
、

こ
の
西
な
る
方

に
ま
か
で

給

へ
り
。

つ
ご

も
り
の
日
に
な
り
て

。

(六
八
)

安
和

元
年

○
明
け
ぬ
れ
ば

、
昼

つ
方
、
客
人
の
御
方
、
男
な
ん
ど
た
ち
ま
じ
ら
ね
ば

の
ど
け
し
。

。
日
た
く
れ
ば

、
節

句
ま
ゐ
り
な
ど
す
め
る
。

こ
な
た

に
も
さ
や
う

に
な
ど

し
て
、
十

五
日
に
も

、
れ
い
の
ご
と
し
て
す
ぐ
し

つ
。

(六
九
)
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o
月
た
ち
て
は
、
大
嘗
会
の
毛
見
や
と
し
さ
わ
ぎ
、
わ
れ
も
物
見
の
い
そ
ぎ
な
ど
し

つ

る
ほ
ど
に
、
つ
ご
も
り
に
、
ま
た
い
そ
ぎ
な
ど
す
め
り
。

(七
九
)

上

巻

の
時

間
的

記
述

の
多
く

は
月
単

位
も

し
く

は
季

節
単

位

に
な

っ
て

い
る

こ
と

に

つ
い

て
は
、

守
屋

氏
も
指
摘

さ

れ

て
い
る
が
、

そ

の
中

に
散

見
す

る

日
付

或

は
そ
れ

に
準

ず

る
よ

う
な
記
載

は
以

上

の
通

り
で

あ
る
。

そ
れ

ら

の
う
ち

の
過
半
数

を
占
め

る

「
つ
い
た
ち
」

「
つ
ご

も
り

」
と

い

う
語

は
、
特

殊
な
場

合
ロ
を

除

い
て
、
月

の
上
旬

、
下

旬

の
意

味
で

あ
る
か

ら
、

正
確

な
日
付

と
は

い

い
難

い
。

そ
の
他

の

日
付

に

つ
い
て
も

、
よ
く

み

て
み
れ
ば

殆
ど

の
場
合

、

「
節

句
」

「
七
夕

」

「
盆
」

「
正
月

」
な
ど

の
行
事

か
ら

推
測

可
能
な

日
次
で

あ

る

こ
と
を

思
え
ば

、

こ
れ
ら

の
記
載

は

正
確
な

メ

モ
あ

る

い
は
記
憶

に
よ

る
も

の
と

い
う

よ
り
む

し
ろ

、
記
述

内

容

か
ら
推

測
し

て
付
記

さ
れ

た
も

の
と
考

え

て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

中

巻

安
和
二
年

O
か
く
は
か
な
な
が
ら
年
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
に
は
な
り
に
け
り
。

(八

一
)

o
ま
た
の
日
、
こ
な
た
あ
な
た
、
下
衆
の
中
よ
り
事
い
で
き
て

。

(八
二
)

〇
三
月
三
日
、
節
句
な
ど
物
し
た
る
を
、
人
な
く
て
さ
う
み
＼
し
と
て

。

(

八
二
)

O
中
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
こ
の
人
々
、
方
わ
き
て
小
弓
の
こ
と
せ
ん
と
す
。

(八
三
)

o
廿
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
西
の
宮
の
左
大
臣
な
が
さ
れ
給
ふ
。

(八
三
)

○
そ

の
ま

へ
の
さ
み
だ
れ

の
廿
余

日
の
ほ
ど
、
物
忌
も
あ
り
i

。

(八
四
)

O
閏
五
月

に
も
な
り

ぬ
。

つ
ご
も
り
よ
り
、
何
心
地

に
か
あ
ら
ん

。

(八
五
)

〇
六
月

の
晦

日
が
た

に
、

い
さ

ゝ
か
物
お
ぼ
ゆ
る
心
地
な
ど
す
る
程

に

。

(八

八
>

o
廿
余

日
の
程

に
、

「御
嶽

に
」
と

て
急
ぎ
た

つ
。

。
七
月

一
日
の
こ
ろ
、
あ

か

つ
き
に
き
て
、

昼
つ
方
な
へ
ぐ
な

へ
ぐ
と
み
え
た
り
し
は

。

へ九

二
)

O

な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、
晦
日
の
日
、
春
の
な
か
ば
に
も
な
り
に
け
り
。

(九

七
)

中
巻

初
年

安
和

二
年

の
場
合

、
上
巻

の
例

に
よ
れ
ば

「
な

か
ご

ろ
」
「
つ

ご
も

り
」

な
ど

の
言
葉
で

大
別

す

べ
き
所
を

、
記

憶
が

正
確
で

な

い
に
も

拘
ら
ず

「
中

の
十

日

の
ほ
ど

」

「
廿

五
六

日

の
ほ
ど
」

と

「
日
」

を
表
記

し

て

い
る
。

又
五

月
、

閏
五
月

、
七
月

、

八
月
、
十

一
月
は

、

一
と
月

の

う
ち

に
記
述
内

容

は

一
件
し

か
な

い
に
も
拘

ら
ず

日
付

を
明

記
し

て

い
る
。

更

に
、

年
中

行
事

な
ど

に
よ

っ
て
日
付
が
推

測
可

能
だ

と
思
わ

れ

な

い
日

次

記
載

も
多

く
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

ら
を

綜
合

的

に
み
れ
ば

、
安
和

二
年

の
記
述

に
は

、
記

述
内

容
が
変

る
ご

と

に
日
次
を

付

そ
う
と
す

る
作
者

の

意
図
が

、
微

弱
な

が
ら
窺

わ
れ

る

の
で

は

な

い
だ

ろ
う

か
。

天
禄
元
年

〇
三
月
十
日
の
ほ
ど
に
、
内
裏
の
賭
弓
の
こ
と
あ
り
て
、
「

「
ー
⊥
1
日
の
日
に
な
り
ぬ
.

1

事

は
て

が
た
な
る
夕
暮

に
、
1
「

1
ま

た
十

二
日
、
ー

夜
ふ
け
て
ー

ー

「

五
日
の
日
、
ま

だ
し
き

に
わ

た
り
て

そ
の
日
に
な
り
て
、
ま
だ
し
き

に

物
し

て

と
思
ふ

に
夜

に
い
り

ぬ
。

そ
の
夜
も
、

の
ち

の
二
三
日
ま
で
ー

。

(九
七

ー

一
〇
〇

)

o
か
く

て
四
月

に
な
り
ぬ
。
十

日
よ
り
し
も

、
ま
た
五
月
十

日
許
ま
で

。

二

〇
〇

)

o
か
く

て
ふ
る

ほ
ど

に
そ
の
月

の
晦

日
に
、

「小
野
宮

の
大
臣

か
く
れ
給

ひ
ぬ
」
と
て

さ
わ
ぐ
。

二

〇

一
)

O
さ
な
が
ら
六
月

に
な
り

ぬ
。
か
く

て
数

ふ
れ
ば

、
夜

み
ぬ
こ
と
は
三
十

余
日
、
昼
み

ぬ
こ
と
は

四
十
余

日
に
な
り
に
け
り
。

二

〇

一
)
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、

、

、

、

、

、

、

、

、

O
か
く
な
が
ら
廿
余

日
に
な
り
ぬ
る
。
1
「

「
唐

崎

へ
と

て
も

の
す
。
寅

の
時
ば
か
り

に
い
で
た

つ
に
ー
「

」
賀
茂

川
の
ほ
ど
に
て
ほ
の
'(
＼
と
明
く

い
き
も

て
ゆ

く
ほ
ど
に
、
巳
の
時
萎

に
た
エ

の
を
は
り
ば
か
り
に
果
て
ぬ
れ

ば

日
た
く
れ
ば
ー
「
「

ま

た
の
日
は
困
じ
く
ら
し
て
あ
く
る
日
ー
ー

1
さ
れ

ど

つ
れ
な
く
て
晦
日
ご
ろ
に
な
り
ぬ
。

二

〇
二
ー

一
〇
六

)

o
中

略

〇
七
月
十
余
日
に
も

な
り
ぬ
れ
ば

、
世

の
人
の
騒
ぐ
ま
ま
に

石
山
に
十

日
ば

か

り
と
思
ひ
た

つ
。
1
ー
-」
賀
茂

川
の
ほ
ど
ば

か
り
な
ど
に
ぞ
、
ー
1
「

有

明
の
月

は

い
と
あ
か
け
れ
ど
「

1
「
粟

田
山
と

い
ふ
ほ
ど
に
ぞ
ー
ー
ー
山
科

に
て
あ
け
は
な
る

ゝ
に
ぞ
ー
i

甲
の
終

り
ば

か
り
に
寺

の
中

に

つ
き
ぬ

。

二

一
〇

～

一
一

七
)

o
か
く
て
八
月

に
な
り
ぬ
。
二
日
の
夜

さ
り
方
に
は
か
に
み

え
た
り
。
ー

「
「

ま
た

の

日
も
ひ
ぐ
ら
し

い
ふ

こ
と

。

二

一
八
～

一
一
九
)

〇
五
日
の
日
は
司
召
と
て

。

(
一
一
九

)

〇
十

一
月
に
な
り
て
大
嘗
会

と
て
の

ゝ
し
る
べ
き

、

こ
と
は

つ
る
日
夜

ふ
け
ぬ

ほ
ど
に
も
の
し
て

、

つ
と
め
て

、
二
日
も
ー

、
そ
れ
よ
り
後
も
音

な
し
。

(
一
一
九

ー

一
二

=

〇
十

二
月

の
朔
日
に
な
り
ぬ
。
七

日
ば

か
り
の
昼
、
さ
し
の
ぞ
き
た
り
。

お
と

つ

れ
も
な
く
て
十
七

八
日
に
な
り
に
け
り
。
今
日
の
昼

つ
方
よ
り
、
雨
い
と
い
た
う

は
ら
め
き

て

、
雨
の
脚

お
な
じ

や
う
に
て
、
火
と
も

す
ほ
ど

に
な
り
ぬ
。

二

二

一
ー

一
二
二
)

天
禄
二
年

o
朔
日
の
日
は
み
え
ず

し
て
や
む
世

な
か
り
き
。
さ
も
や
と
思

ふ
ご

ゝ
ろ
つ

か
ひ
せ
ら

る
。
未

の
時
ば

か
り

に
「
「

1
夜
も

さ
て
や
み
ぬ
。

つ
と
め

て

さ
て
二
三
日

も
す
ご
し

つ
。

三
日
、
ま

た
申

の
時

に
ー
l
l
人
コ
日
ま
し
て
思

ふ
こ

ゝ
ろ
お
し
は
か

ら
な
ん
。
ま
た

の
日
は
大
饗
と

て
の
の
し
る

今
宵

さ
り
と
も

と
心
み
ん
と
ー

ー

夜
よ
き
ほ
ど

に
て
ー
ー
ー
あ

く
る

日
、
ま
だ

つ
と
め

て
1
1
「

ま
た
二
日
ば
か

り
あ
り
て

。

二

二
二
)

o
中

略

o
今
日
は
廿
余
日
、
雨
の
脚
い
と
の
ど
か
に
て
、
あ
は
れ
な
り
。
夕
づ
け
て
、
い
と
め

づ
ら
し
き
文
あ
り
。

五
日
、
な
ほ
雨
や
ま
で

。

二

二
六
)

o
後

略

天
禄

元
年
春

か
ら
秋

に
か
け

て
は
、

そ
れ
ま

で

の
贈

答

歌
を
主

軸

と
し

て
展
開

し

て
ゆ

く
私
家

集
的

方
法

か
ら

閉
鎖
的

な
散

文

に
移

行

し
て

い

て
、

日
次

記
載

は

よ
り
詳
細

に
な

っ
て
お
り

、
時
刻

の
記

述
も
多

く
、

天

禄
元

年
秋

頃

か
ら

は
明
ら

か

に
、

記
述
内

容

と

日
次
表

記

が
不

即
不
離

の
関

係

で
進

行

し
、

日
次

記
体

と
し

て
の
記
載

が
ほ
ぼ

完
全

に
行
わ

れ

る
よ

う

に

な

る
。

こ
の
よ
う

に
み

て
く
る
と

、
上

巻

に
於
る
季
節

や
月

日
の
記
載

は
家

集

的
執

筆
方
法

に
よ

っ
て
な

さ
れ
た
も

の
と
考

え
ら
れ

(
こ
の

こ
と

に

つ
い

て
は
後
述

す

る
)
、

明
ら
か

に
日
次

記
載

に

つ
い
て

の
特
別

な
意

識

は
認

め

ら
れ

な

い
。

と

こ
ろ
が
ヰ

巻

に
な
る

と
様

相

が
変

り
、
安

和

二
年

の
、

殆
ど

気
憶

に
よ

っ
て
記

さ
れ

た
と

し
か
思

え
な

い
記

述

に
於

て
も
概

ね

日

付

が
記

さ
れ

て

お
り
、
続

く

天
禄

元
年

以
降

の
、

日
次

記
的

メ
モ
の
存
在

を

予
想

さ
せ

る
程

詳
細

な

日
次

記
載

に
連

っ
て

い
る
。

こ
の

こ
と

か
ら

、

中
巻

は
、

作
者

が

日
次

記
載

に

つ
い

て
上

巻
と

異

っ
た

「
意

識
」

を
持

っ

て
書

い
た

の
で

は
な

い
か
と
考

え

ら
れ

る
。
作
者

が
中

巻

に
於

て

こ
の
よ

う

に

日
次

記
載
を

意
識

し

て

い
た

と

い
う

こ
と

は
、

と
り
も
直

さ

ず
、
自

注
13

己

の
作

品
を

「
日
記
」
と

し

て
企
図

し

て
い
た

こ
と

に
な
る

の
で

は
な
か
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ろ
う

か
。

も

し
、
上

中
巻

が
連
続

的

に
執

筆

さ
れ
た

の
で

あ
れ
ば

、

日
記

体
と
し

て
の
意

識
が

上
巻

か
ら
中

巻

へ
の
移

行
点

で
急

に
顕
著

に
な
る

の
は
お
か

し

い
。
上
巻

と
中
巻

の
間

に
み
ら

れ

る
作

者

の

日
記

体

に
対

す
る

そ
の
よ

う
な
意

識

の
相

違
を

、
上
巻

と
中

巻

の
成

立
時
期

の
ず

れ

に
よ
る
も

の
と

考

え

る
事

は

可
能
で

は
な

か
ろ
う

か
。

つ
ま
り

、
中

巻
本

文

は

「
日
記

」

と

い
う
も

の
に

つ
い
て
特
別

な
意
識

を
も

っ
た

別

の
あ

る
時
点
で

書

か
れ

た

の
で

は
な

い
か
と
考

え

る
訳

で
あ

る
。

こ

の
推
論

は

、

日
次

記
載

の
量
的
関

係
か

ら
考
察

さ
れ

た
守

屋
氏

の
論

と
も

矛
盾

し
な

い
。

と

こ
ろ
で

、

こ

こ
に
問

題
と

な
る

の
は
、
上

巻
本

文
と

そ

の
序

蹟

の
関

連
で

あ
る
。

蜻

蛉

日
記
中

、
作
者

が

「
日
記
」

の
語

を
用

い
た

の
は
、

「
人

に
も

あ

ら
ぬ
身

の
上
ま

.て
か

き

日
記

し

て
」

(
上

巻
序

文
)

、

「
あ

る
か

な
き
か

の
心

ち
す
る

か
げ
ろ

ふ

の
日
記
と

い
ふ

べ
し
」

(上
巻

駿
文

)
、

「
身

の

上

を

の
み
す

る
日
記

に
は
入

る
ま

じ
き
事

な
れ
ど

も
」

(中
巻

安
和

二
年

三
月

)
の
三
箇
所

に
限
ら
れ

る
。

こ

こ
で

不
審

に
思
わ

れ
る

の
は
、

「
作

者

は
上
巻

を

『
日
記
』
で

あ

る
と

宣
言

し
な

が
ら

、
中

・
下

巻

に
比

較
す

る
と

、
明

ら
か

に

「
家
集

」

に
近

い
形
態
で

あ

る
。
」

と
言
わ

れ

て
い
る

よ

う

に
、
上

巻
本

文
が

、
そ

の
中

に

「
日
記

」
と

い
う
言
葉

を
含

ま
ず

、

又
内
容

的

に
見

て
も
明
ら

か

に
贈

答
歌

に
碕

り
懸

っ
た
私

家
集
的

執
筆

方

法

に
よ
る
身

の
上
話

で
あ

り
、
時

間
的

記
述

は
殆
ど
季

節

単
位
ま

た

は
月

単
位

に
し
か

現
さ
れ

て
お

ら
ず
、

日
次

の
記

と

い
う

に
は
程

遠

い
に
も
拘

ら
ず
、

そ

の
序

文
蹟

文

に

「
日
記

」
と

い
う
語

が
使
わ

れ

て

い
る
事

で
あ

る
。

こ
の
事
実

は
ど

の
よ

う

に
説

明
で
き

る
で

あ
ろ

う
か
。

私

は

こ

の
矛

盾
を
、

上
巻
本

文

と
そ

の
序
践

の
成
立

時
期

の
相

違

に
よ

る

の
で

は
な

い
か
と
考

え
る
。

上

巻

の
序

文
践

文

に

つ
い
て
喜

多
博

士

は
、

「
両
方

の
書

き
出

し
が

一

致
し

て

い
る
点
で

、
上
巻

の
頭
尾
が
本

文
成

立

の
上
で

添
え

ら
れ

た

こ
と

庄
10

を
明
白

に
示
し

て

い
る
と

思
う

。
」
と

言
わ

れ
、

又

〈
序
文

に
書
か

れ
た

作

者

の
創
作

意
識

な

い
し

意
図

と

い
う
も

の
が
最

初
か

ら
確
立

し
で

い
た

と

は
思

え
な

い
〉
と

し

て
、
秋
山
震

先

生
は

、
長

い
年
月

に
わ

た
る
兼

家

と

の
結
婚

生
活

の
煩

悩
を
、
表

現
さ
れ

た
世

界
と
し

て
余

す

こ
と
な
く

客

観

視
す

る

こ
と

が
で
き

た
頃

の
境
地

で

、
上
巻

序
駿

は
加

え
ら

れ
た

の
で

あ

ろ
う

、
と
考
察

さ

れ
た
。

こ
の
よ
う

に
上
巻

序
文

蹟
文
が

、
本

文
成

立

の
後

添
加

あ
る

い
は
補

筆
さ

れ
た
と
考

え
れ
ば

、
当
然
本

文

執
筆
時

の
意

識
と

序
践

補
筆

の
時

の
そ
れ

と
は

異

っ
て

い
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る
わ

け

で
、
前

に
指

摘
し

た
両
者

間

の
内

容
的

矛

盾
も

理
解
で

き
る

。

そ
れ
で

は
上

巻

序
文
蹟

文

の
成

立
時
期

と
中

巻

成
立

の
そ
れ

と

の
関
係

は
ど

の
よ

う

に
考

え
た
ら

よ

い
で

あ

ろ
う

か
。

こ
の

こ
と

に

つ
い
て
は
、

従

来
様

々

に
考

え

ら
れ

て

い
る
が

、
私

は

こ

こ
に

一
つ
の
仮
説

を
提
出

し

て
み
た

い
と
思

う
。

上
巻

の
序

駿

に
は
共

に

「
日
記

」
と

い
う

言
葉
が

見
出

さ
れ

、
中
巻

に

は
先

に
も

挙
げ

た

よ
う

に
、
本

文
中

に

「
身

の
上
を

の
み

す
る

日
記
」

と

い
う

一
文

が

み
ら
れ
、

日
次

記
載

の
面

か
ら
も

「
日
記

」

と

い
う

意
識

が

窺
わ

れ

る
。
上
巻

に
お

い
て
は

日
次

記

に
対
す

る
特

別
な
意

識

は
み
ら

れ

な

い

の
で

あ
る

か
ら
、
中

巻
初

年
か

ら
窺
わ

れ

る
、
か

な
り

明
確

に
作
者

の
中

に
成

長
し

て

い
る

「
日
記

」

に
対
す

る
意
識

に
、

あ
る
契

機
を

想
定

す
る

こ
と

は
不
可

能
で

は
な

い
と
思

う
。
私

は

こ

の
契
機

を
、

上
巻

序
文

駿
文

の
執
筆

に
よ

る
、
と

み
た

い
の
で

あ

る
。

つ
ま

り

、
作
者

は
「
日
記
」
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で

な

い
上
巻
本

文

に
そ

の
成
立
後

の
あ
る
時

点
で

、

「
日
記
」
で

あ

る
と

い
う
事

を
明

記
し
た

序
践

を
付

し
た

と
考

え
る
わ

け
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
考

え
ら
れ

る
根
拠

は

全
く

な

い
訳
で

は

な

い
。

日
記

は
そ

の
成
立

過
程

の
上

か
ら
私

家
集

と
無

関
係

な
も

の
で

は
な
く
、

私

家
集
↓

日
記
、

の
経
路

は
容

易

に
想

像
で

き

る
。
和
歌

の
詞
書

に
は
、

そ
の
歌

が
詠
ま

れ
た

情

況
が
説

明
さ

れ
る

の
で

あ

る
か

ら
当
然

時
間
的

記

述

を
伴

う

こ
と
が
多

く

、
私
家
集

が
後

世

「
日
記
」
と

い
う
別
名

で
呼
ば

れ

る

こ
と
が
多

い
こ
と
か

ら
も

解

る
通
り
で

あ

る
。

又
、
作

者

の
作
品

に
対

す

る
意
識

を
考

え

て
み
る
と

、
道
綱

母
が

、
兼

家

と

の
結

婚
生

活

に
よ

つ
て
も

た
ら

さ
れ

た
も

の
は
か

な

い
身

の
上

の
実

感

を
書

き
綴

っ
て
み
よ

う
と
思

い
た

っ
た

時

に
、
身
辺

に
起

っ
た
真
実

の

出

来
事

を
思

い
出
す

よ
す

が
と

な

っ
た
も

の
は

、
手
許

に
残

っ
て

い
る
贈

答

歌

や
文
反
古

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
が

、

そ
れ
等

の
素

材
でて
は
か

な

い

身

の
上

話
を

書
き
綴

る
方

法

は
、
従

来

の
私
家
集

的
編

纂

の
方

法
し

か
な

く
、
と

い
う

よ
り

、
作

品
と

し

て
の
形
式

を
意
識

的

に
撰
択
す

る
以
前

に
、

注

16

自

然

に
私
家

集
的
方

法

に
よ

っ
て
身

の
上

話
を
綴

り
始

め
た

に
相
違

な

い
。

し
か

し
、
道
綱

母

の
欝
積

し

た
心
情

は
素
材

に
詠
み
込

ま
れ

た
も

の
を
は

み
出

て
、
詞

書

の
散
文
的

部
分

を
増

大
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
始
め

て
表

注
17

現
で

き

る
性

質

の
も

の
で
あ

っ
た
か

ら

、
結

果
的

に
従

来

の

「
家
集

」
と

い
う
概

念

に
当

て
嵌

ま

ら
な

く

な

っ
て
し

ま

い
、
か
と

い

っ
て
無
論

「
昔

物

語

」
で

は
な

い

の
だ

か
ら

、
作
者

が
上

巻
を
書

き
終

え
た
後

、
自

己

の

作

品

に
命
名

す

る

こ
と

を
思

っ
た
時

に
、

日
次

の
記
で

は
な

い
け

れ
ど
も

そ
れ

に
近

い
時
間
的

記

述
と

記
録
的

性
格

を
考

慮
し

て
、

こ

の
作
品

に
最

も
近

い
作
品

形
態
で

あ

る

「
日
記

」

の
語
を
選

ん
だ

の
で

あ

ろ
う

。

と

こ
ろ
が

、
従

来

の

「
日
記
」

と

い
う
作

品
形
態
が

日
次

の
記
で

あ

る

ζ
と
を
原

則
と

し

て

い
る

こ
と

に

つ
い

て
は

、
作
者

も
多

少

は
承
知

し

て

い
た
で
あ

ろ

う
か
ら

、
上

巻
本
文

と
序
践

の

こ
の
予
盾

は
、

「
日
記

」
と

い
う

こ
と

に
対

し

て
作
者

に
あ

る
種

の
関
心

を
喚
起

さ

せ
た

に
相
違

な

い
。

こ
の
事

が
契
機

と

な

っ
て
、
次

に
中
巻
を

ま

と
あ

る
事
を

企
図

し
た
時

に
、

殊

更

に
日
次

に
留
意

し
た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

こ
の
よ
う

に
考

え
れ
ば

、
上
巻

序
文
践

文

は

、
上

巻

の
成
立

以
後

、
中

巻

の
成
立

以
前

の
時
期

に
想
定
す

る
事

が

可
能
で
あ

る

。

三

 

蜻

蛉

日
記

は
、
初

あ

に
上
巻
本

文

が
成
立

し
、
次

に
序
践

、
中

巻

の
順

に
成
立

し
た

と
想
定

し

た
が

、
そ
れ
で

は

そ

の
実

際

の
執

筆
時
期

を
何

年

頃

と
考

え
た

ら
よ

い
で
あ

ろ

う
か

。

、

こ
の
問
題

に
関

し
て
は

、
本
文
或

は

そ

の
他

の
資
料

の
い
ず
れ

に
も
執

筆

時
期

に
関

す
る

記
録

が
な

い

の
が

現
状
で

あ

る
か
ら

、
直
接

に

こ
れ
を

決

定
で

き

る
決
その
手

は

な

い
。
従

っ
て
私

は
、
先

に
も

触
れ

た
、
実
際

の

蜻

蛉

日
記
執

筆

の
素

材

と
な

っ
た
と
考

え
ら
れ

る

メ
モ
類

に
対

す
る
考

察

を
行

い
、

そ
れ
ら

の
素
材

を
繋

ぎ
合

せ

て
ま

と
め

た
時

の
作
者

の
意
識

、

つ
ま

り
、

そ
れ
ぞ

れ

の
巻

を
統

一
し

て
流

れ

て
い
る
作
者

の
意
識

、

と
合

せ
考

え

て
、

間
接

に
そ

の
推
定

を
試

み
た

。

・

蜻
蛉

日
記

上

、
中

、

下
巻

の
歌

の
数
を

調
査
し

て
み

る
と
、

上
巻

が

一

二

四
首
、
中

巻
が

四

五
首

、
下

巻
が

八
〇

首
と

な

っ
て
い

て
、
中

巻

と
上

巻

に

つ
い
て
み

て
み
る

と
中
巻

は
上

巻

の
歌

数

の
約

三
分

の

一
近
く

に
減

っ
て
お
り

、
し
か

も
中
巻

の
四
五
首
中

、
半

数
以

上

の
二
四
首

が
中

巻
初

年
安

和

二
年

に
か

た
ま

っ
て

い
る

。
上

、
中

、
下

巻

の
各

々
の
全
体

の
記
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述
量

は

ほ
ぼ
等

し

い
の
で
あ

る
か

ら
、
歌

数
が

多

い
巻
は
散

文

に
対

す
る

歌

の
密

度

が
大

だ

と

い
う

こ
と

に
な
る

。
各
年

当
り

の
歌
数

に

つ
い
て
み

て
み

る
と

、上

巻
で

は

一
二
四
首

が
、記
載

の
な

い
三
年
間

を
除

い
た
残

り

の
十

二
年

間

に

一
年

に

つ
き
十

首
内

外

の
割
合

で
平
均

的

に
分
散

し

て

い

て
上

巻
は

一
つ
の
ま

と
ま

っ
た

、

バ

ラ
ン

ス
の
と

れ

た
私
家
集

的
作

品
で

あ

る
と

い
え

る
。
そ
れ

に
反
し
中

巻
で

は

、安
和

二
年

一
年
間
で

上
巻

末
年

安
和

元
年

の
十

二
首

の
ち

ょ
う
ど

二
倍

の
歌
数

が
あ

り
、
次

の
天
禄

元
年

で
再

び

二
分

の

一
以
下

の
十

首

に
減

少

し

て
い
る
。

こ
の
上

巻
末
年

安
和

元
年

か
ら
中

巻
初

年
安

和

二
年

に
か
け

て

の
歌

数

の
倍
増

は

記
述

量

の

増
加

及
び

日
次

記
載

の
激
増

に
加

え

て
、
上

巻
と
中

巻

の
不

連
続
を

強
調

し

て
は

い
な

い
だ

ろ
う
か

。
又
、
中

巻
安

和

二
年
か

ら
翌
天
禄

元
年

に
か

け

て

の
歌
数

の
半

減

は
何
を

意
味

す
る

の
で

あ
ろ
う

か
。
天
禄

元
年

の
記

述
量

は
安

和

二
年

の
そ
れ

の

一
倍

半
以

上

に
も

な

っ
て

い
る
の
で
あ

る
か

ら
、

天
禄

元
年

に
於

る
散
文

量

の
激

増

は
容
易

に
理

解
で
き

る
。
し

か
も

、

安
和

二
年

ま
で

の
歌

は
贈
答

歌
が

殆
ど

で
あ

っ
た

の
に
対
し

、
天
禄

元
年

で

は
贈
答

を
目
的

と

し
な

い
歌

、

つ
ま

り
作
者

の
独

詠

の
歌

が
殆
ど

に
な

っ
て

い
る

。
本
作

品
中

の
歌

、
特

に
贈
答

歌

は
、
明

ら
か

に
実

際

の
日
記

執
筆

の
際

に
素

材
と

し

て
存

在
し

て
い
た
と
考

え
ら

れ
る

の
で
あ

る
か
ら

、

こ
の
素

材

と
し

て
の
贈
答
歌

が
急

激

に
変

化

す
る
中

巻
安
和

二
年

か
ら
翌

天
禄

元
年

に
か

け

て

の
歌

の
現
れ

方
を

も
う

少
し
詳
細

に
検

討
し

て
み

る

こ
と

に
す

る
。

安

和

二
年

に

つ
い
て
は

、
正
月

一
日
。
兼

家
と

の
贈
答
歌

、

三
月

三

日

及
び
十

日
頃

の
侍
女
達

の
贈

答
歌

、

五
月
廿
余

日
兼

家
と

の
贈
答
歌

、
閏

五
月

作
者

病
床

に
て
の
独
詠

、
兼

家

へ
の
遺
言

、
六

月
晦

日
が
た
高

明

の

北

の
方

に
贈

っ
た
長
歌

、
七

月
高

明

の
北

の
方

と

の
贈
答
歌

、
八
月

師

サ

の
五
十

賀

の
屏
風
歌

、
十

一
月
雪

の
降

る

の
を

み

て

の
独

詠
、
な

ど

の
歌

を
中

心
と
し

て
そ

の
年

の
出

来
事

が
記

さ
れ

て

い
る

・
歌

や
手
紙

な
ど

の

素

材
が

直
接

に
現
わ

れ

て

い
な

い
箇
所

は
、

正
月

二

日
の
下
人

の
喧
嘩
と

そ
れ

に
続

く
作

者

の
家
移

り
、

三
月
廿

五
六

日

の
高

明
左

遷
事
件

、
六

月

廿

余

日
作
者

の
転

居
と
兼

家

の
来

訪

、

の
三
件
で

、
そ
れ

ら
は

い
ず
れ
も

記
憶

に
よ

っ
て
書

か
れ

た
と
思

わ
れ

る
散
文
的

箇

所
で
あ

る
。
贈

答
歌

を

素

材
と

し
な

が
ら

そ
れ
を

軸
と

し

て
記

載
が

進
展

す

る
様

相

は
上
巻

の
方

法

に
類

似

し

て
い
る
が

、
歌
数

、
記
述

量

、

日
次

記
載

が
激
増

し
、

記
載

内

容
も

非
常

に
詳
細

に
な

っ
て

い
る

。

と

こ
ろ
が

、
天
禄

元
年

に
至

っ
て
は
、

そ
れ
ま

で
贈
答

歌

に
筒
り

懸

っ

て

い
た
執
筆

方
法

が
急
激

に
影

を

ひ
そ
あ

、
自

己
表
出

の
方
法

は
全

面
的

に
散
文

の
方

法

に
筒

り
懸

っ
て
お
り

、
書

か
れ

て

い
る
内

容

は
、
作
者

自

身

が
物

事

に
対

処

し
た
時

の
心
理
的

体
験

そ

の
も

の
で

あ
る

。
贈
答
歌

な

ど

の
素

材

を
繋
ぎ

合
せ

て
ゆ

く
部
分
で

作

者

の
創

作
意

識
が
顔

を
出

し

て

い
る
上

巻

と
は
異

り
、
素

材
自

体
が

、

そ
れ
を
繋

ぎ
合

せ

る
部
分
で

の
補

正
を
拒

否
す

る

一
つ
の
ま

と
ま

り
を

持

っ
て
い
た

の
で

は

な

い
か

と
思
わ

れ
る

。
そ

れ
は
天

禄
元

年

の
記
述

に
散
見

す

る
歌

が

、
書

き
贈
る

相
手

を

予
想

し
な

い
独
詠

歌

に
な

っ
て
お
り

、
し

か
も

そ

の
歌

が
散

文
的

段
落

の

締
あ
括

り

と
し

て
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
か

ら
も
言

え

る
の
で

は
な
か

ろ

う
か

。
こ

の
天
禄

元
年

の
作

歌
態
度

の
変

化

は

一
体

何
を

意
味

す
る

の
で
あ

ろ

う
か

。
考

え
ら

れ
る
可

能
性

と
し

て
は

、
中

巻
執
筆

の
時
点

で

、
存
在

し

で
い
た
贈
答

欲

や
手
紙

な
ど

の
類

と
は

別

に
、
散
文

の
記
述

内
容

に
合

せ

た
歌

が
作

歌
さ

れ
た

の
か
も

し
れ

な

い
、
と

い
う

こ
と
が

あ
る

。
し
か

し

、

前
年

の
安

和

二
年

ま
で

、
或

は
続

く

日
次

記
的

部
分

が

、
多
分

に
素
材

に
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筒

っ
て
い
る
事

を
考

え
れ
ば

、

こ

の
天
禄

元
年

だ

け
贈

答
歌

そ

の
他

の
素

材
を

無
視

し
た

と
は

思
わ
れ

な

い
。
従

っ
て
、

こ
の
年

に
は
前
年

ま
で
と

は
作

歌
態
度

の
異

っ
た
自

己
目
的
的

な

こ
れ

ら

の
歌

が
素
材

と
し

て
存
在

し

た
か

も
し

く

は
歌

が
素

材
と

し

て
特

別

に
存
在

し

な

い
で

、

こ
れ
等

の
歌

を
含

ん
だ
散

文

の
ま

と
ま

り
が
素

材
と

し

て
存

在
し

て

い
た
か

、
も

し
く

は
素

材

と
な

る

べ
き
歌

や
散

文

の

メ

モ
が
何

も
存
在

し
な

か

っ
た

か

で

あ
ろ

う
。

野
村
精

一
氏

は
、

「
短
歌

を
中

心

と
し

た
部
分

は
、

ほ

ゞ
歌

反
古

=

メ

モ

ワ
ー

ル
が

あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
、

と
同
時

に
そ
の
逆
で

あ

る
所

の
散

文

が

ヘ
ゲ

モ

ニ
イ
を
握

っ
た
部

分

は
、

そ
れ
以

上

に
記
憶
を

支

え
た
も

の
が
、

注

18

即
ち
情
念

の
奔

騰

が
あ

っ
た

の
で

は
な
か

っ
た
か

」
と
言

わ

れ
た
が

、
上

巻

に
於

る
父

倫
寧

の
離
京

(天

暦
八
年

)
、

町
小
路

女

の
事
件

(天
暦

九

年

)
、

同
女
出

産

(天
徳

三
年

)
、
母

の
死
と
作

者

の
大
患

(
康
保
元

年

〉
、
兼

家
邸
訪

問

(康

保

三
年

)
、
初

瀬
紀

行

(安
和

元
年

)
及
び
前

述

の
中
巻

安
和

二
年

の
三
事

件

、
な

ど

の
記
載

に

つ
い
て
は
確

か

に
氏

の
言

わ
れ

る
如
く

で
あ

ろ

う
と
思

う
が

、
天
禄

元
年

に
至

っ
て
の

こ
の
散

文
量

の
激
増

及
び

作
歌

態
度

の
変

化
は

、
た

だ
単

に

〈
情

念

の
奔
騰

〉

に
よ
る

記
憶

の
鮮

明
さ

に
よ

る
も

の
と

い
う
だ

け
で

は
説
明

不
可
能

だ
と

思
わ
れ

る
。

こ

ゝ
に
は

や
は

り
何

ら
か

の
素

材
自

体

の
変
化

が
あ

っ
た
と
考

え

る

の
が

妥
当
で

は
な

い
だ

ろ

う
か
。

つ
ま

り
、

天
禄
元
年

の
記
述

の
素

材
と

な

っ
た
も

の
は

、
前
年

ま
で

の
そ
れ
と

質
的

に
異

っ
た
も

の
で

あ

っ
た

と

考

え
ら
れ

る
。
前

に
挙

げ

た

、
同

年

の

日
次

記
載

の
詳

細

さ
を
考

慮
す

れ

ば

、

こ
の
年

は
既

に
、
作
者

に
と

っ
て

の
非

日
常
的
経

験

は
相
当

詳
し
く

散
文

体
で

記
さ

れ

て

い
た

の
で

は
な

い
か
と
考

え
ら

れ
る

。
散
文

の
感
想

文
が

記
さ

れ

た
と

い
う

こ
と

、
及
び
詠

み
贈

る
相
手

を
予
想

せ
ず

に
自

己

目
的
的

な
作

歌
が

多
く

な
さ

れ
た
と

い
う

こ
と

は
、

こ
れ
ら

が
記

さ
れ

る

時
点

に
於

て
作
者

は

、
自

己

の
内
面

を
書

き
記
す

行
為

そ

の
も

の
に
意
味

を
認

め

て

い
た
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

つ
ま

り
、

〈
書
く

V
と

い
う

こ

と
が

、
贈
答

歌

や
手
紙

を
人

に
書
き

贈

る
事

と

同
等
も

し
く

は

そ
れ

以
上

に
、
自

己
表
現

の
場

に
な
り

得
る
事

を
発

見
し

て

い
た

の
で

は

な
か

ろ
う

か

。
更

に

こ
れ

に
続

く
天
禄

二
年

(厳

密

に
は
天
禄

元
年
秋

頃
か

ら
み
ら

れ

る
傾
向
で

あ

る
が

)

に
は
、
非

日
常
的

経
験

の
み

に
と
ど

ま
ら
ず

、
極

く

日
常
的

出
来
事

ま

で
も
記

し

た
殆
ど

日
次
記
的

な

メ
モ
が

存
在

し

て
い

た

の
で

は
な

い
か
と

思
わ

れ
る

。

「
今

日
」

「
今
」

あ

る

い
は

「
今
宵

」

な
ど

の
歴
史
的

現
在

の
表

現
が

こ

の
頃

か
ら
頻

繁

に
地

の
文

に
現
れ
る

の

で

あ
る

が
、

こ
れ

は
作
者

が
文
章

表
現

の
テ
ク

ニ
ッ
ク
と

し

て
意
識

し

て

使

用
し

た
と
考

え

る
よ
り

も
、

む
し

ろ
、
事
あ

る
毎

に
時

を
移

さ
ず
記

さ

れ
た

メ

モ
の
中

に
自

然

に
用

い
た
表

現
が

そ

の
ま
ま

本
文

に
移

さ
れ
た
結

果
と

み
る
方

が
よ

い
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

以
上

、
色

々
な
角

度

か
ら
考
察

を
加

え

た
が
、

こ
の
よ
う
な

こ
と

か
ら

結

論
的

に
言

え

る

こ
と

は
、
安

和

二
年
秋

頃
ま
で

は
贈

答
歌

や
手

紙

の
類

が
素
材

と

な

っ
て
お
り

、
天
禄

元
年

以
後

は
独
詠
歌

を

所

々
に
含

ん
だ

散

文

の
メ

モ
が

ほ
ぼ
完

全

な
ま

と
ま
り

を
も

っ
た
形

で
存
在

し

て

い
た

と
考

え

て
よ

い
の
で

は
な
か

ろ
う
か

。

そ
し

て

こ
の
散

文

の

メ
モ
は
、
上
巻

の

時
点

で
折

り

に
ふ
れ

て
詠
ま

れ
た
贈
答

歌

と
同
じ

く
、

作
者

が
何

ら
か

の

非

日
常

的

な
体
験

を

し
た
時

に
限

っ
て
記

さ
れ

て

い
た
が
、
後

に
は
か
な

り

日
常

茶
飯

的

な

こ
と

に

つ
い
て
も

記
録

さ
れ

る
よ

う

に
な

り
、
次
第

に

日
次

記
的

な
、
或

は

日
次
記

執
筆

を
意
識

し

た

メ

モ

へ
と
変

っ
て

い

っ
た

の
で

あ

ろ
う
。
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上

巻
か

ら
中

巻

に
か

け

て
の
素
材

の
変

化
は

、
ほ
ぼ

以
上

の
よ
う
で

あ

る
。実

際

に
執

筆

さ
れ

る
際

の
素

材
と

な

っ
た

メ

モ
の
類

は
、

そ

の
記
載
事

実
が

実
際

に
起

っ
た
時
期

と

、

そ
れ

ら
が

記
載

さ
れ

た
時
期
と

が

一
致

、

も

し
く
は
比

較
的

近
接

し

て

い
る

だ
ろ

う
と

い
う
事
が

い
え

る
。

そ

こ
で
、

上
巻

全
体
を

統

一
し

て
流
れ

て

い
る
私
家

集
的

意
識
と

共

通
な
意
識

が

メ

モ
の
上

か

ら
も

み
ら
れ

る

の
は
、
前

述

の
通
り
安

和

二
年
秋
頃

ま
で
で

あ

る
か

ら
、
従

っ
て
、
上

巻
本

文

の
執

筆

は
安

和

二
年
秋

頃
ま
で

に
行

わ
れ

た
、

と
考

え

て
よ

い
で

あ

ろ
う
。

又
、
上

巻
本

文

の
記
載

は
、
全
体

を
通

じ

て
記
述
内

容
、

形
式
共

に
顕
著

な
変
化

を
示

す
時
点

、
或

は
変
化

が
収

束
す

る
時
点

は

見
当
ら

な

い
事

か

ら
、
逐
次

執

筆
で

は
な
く
、

一
括

し

て

あ
る
時

点
で

執
筆

さ
れ

た
と
考

え

る

の
で

、

そ
の
執
筆

は
、
安

和

二
年

秋

以
前

の
あ

る
時
期

、
と

い
う

よ
り

、
安
和

二
年

の
秋
頃

、
と

一
応

そ
の
時

日
範
囲

を
限

っ
て
よ

い
と
思

わ
れ

る
。

上
巻

末
年

以
後

、
中

巻
安

和

二
年

春
か

ら
上

巻
執
筆
時
期

と

想
定

し
た

安

和

二
年
秋

頃
ま

で

の
期

間

に

つ
い
て
は
、
素

材
と
し

て
は
上

巻
と

同
じ

贈
答
歌

や
手

紙

の
類
が

想
定

さ
れ

る

に
も

拘
ら
ず

、
同
年

の
記

事
が
上

巻

に
包

括
さ
れ

ず
中

巻

に
組

み
込
ま

れ
た
事

に
多

少

の
疑
問

が
残

る
。

こ
の

事

に

つ
い
て
川
嶋

明
子

氏
は

、

「
恐
ら
く

作
者

は
初

め
上

巻
を
安

和

二
年

ま
で

で
ま

と
め

る

つ
も

り
で

そ

こ
ま

で
書

き
進

ん
だ

の
で

あ

ろ
う
。

し
か
し
十

五
年
で

区

切
れ
が

よ

い

の
で

、
安

和

二
年

の
記

事
は

切
り
捨

て
た

の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。

そ
し

て
そ

の
後

二
年

程

し

て
中

巻

を
ま

と
め

よ
う
と

し
た
時

、
先

に
切
り
捨

て

た
安
和

二
年

の
記
事

に
書
き

つ
い
で

い

っ
た

の
で

あ

ろ
う
。
安

和

二
年

の

記

事

に

つ
づ

け

て
天
禄

元
年

以
後

の
記
事
を

読

み
す
す

ん
だ
時

に
感
ず

る

異

和
感

は
、
私

に
は
書

か

れ
た
時

の
違

い

に
よ
る
も

の

の
よ

う

に
思

わ
れ

て
な
ら

な

い
の
で

あ

る
。
注
緬

と

推
論
さ

れ
た

。

し
か
し

、

「
切
り
捨

て
た
」
記
事

が
素

材
と
し

て
残

っ
て

い
た
と
考

え

る

こ
と

は
不
可
能

で

は
な

い
と
し

て
も

、
先

に
述

べ
た
安

和

元
年

か
ら
同

二
年

に
か
け

て

の
、

日
次

記
載

の
量

的
質

的
な
激

変

、
或

は
記
述
量

の
急

増

な
ど

は
、
決

し

て
連

続
的

執
筆

に
よ

る
も

の
と

は
考

え
ら

れ
な

い
か
ら

、

天
禄

元
年

以
後

の
文

章
が

先

に
書

か
れ

て
あ

っ
た
安

和

二
年

の
記

事

に

中

巻
執
筆

の
時

点
で
書

き

継
か
れ

た
と
考

え

る
氏

の
説

に
は
従

え

な

い
。

中

巻
安
和

二
年

の
記
事

と

そ
れ
以
後

の
記

事

の
異
和
感

は
、
素

材

の
相
違

か

ら
く

る
も

の
で

あ

る
と

い
え
る

か
ら
で

あ
る

。

上
巻

が
安
和

二
年
秋

の
実

際
執
筆

の
直

前
ま
で

を
包

括
せ
ず

、
前
年

の

安

和
元
年

ま
で

で
終

っ
て
い
る

の
は
、
安

和
元
年

が
結
婚

十

五
周
年

に
当

り
、
結
婚

生
活

を
振

り
返

っ
た
全

体
と
し

て

一
つ
の
時
期

を

画
す

る

の
に

都

合
が

よ
か

っ
た

こ
と
、
執

筆
年
安

和

二
年

は
完

全

に
終

結

し

て
お

ら
ず

、

ま

と
ま

っ
た

二
年

と

し

て
記
載
で

き
な
か

っ
た

こ
と

、
そ
し

て
恐
ら

く
最

大

の
原
因

は

、

こ
の
年

に
起

っ
た
多

く

の
重
大

な
事
件

が
、

上
巻

を
統

一

し

て

い
る

「
も

の
は
か
な

し
」
と

い
う
ト
ー

ン
で

脚
色

し
組

み
込

め
る
程

十

分

に
作

者

の
内

面
で

消

化
で
き

て

い
な
か

っ
た
事

、
で
あ

ろ
う
と
考

え

る
。

四

上
巻
か
ら
中
巻
に
か
け
て
の
表
現
に
現
れ
た
変
化
を
多
少
堀
り
下
げ
て

考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
巻
が
中
巻
と
別
個
に
成
立
し
た
事
を
想
定

し
、
更
に
、
上
巻
の
執
筆
時
期
を

一
応
安
和
二
年

の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
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の
時
期

と

し
た

。

で

は
、

こ

の
時
期

の
執

筆
を

作
者

の
内

面
的
執

筆
動

機

の
面

か
ら
支

持

す
る

こ
と
が

で
き

る
で

あ
ろ

う
か

。

守

屋
氏

は
、

「
も
し

日
記
執

筆

の
固
定
的

動
機

を
求

め

る
な
ら
、

理
想

に
生

き
ん
と

欲

し
、
人
間

と
し

て
、
女

と

し

て
ま
だ
若

か

っ
た
作
者

に
と

っ
て
の
町
小
路

女

の
出

現

に
こ
そ
、

そ

の
端

緒

を
置
く

べ
き

」
で
、
上

巻

の
記
述

の
み
で
も
十

五
年

の
長
き

に
亘
る

「
煩
悶

の
連
続

こ
そ
が
執
筆

の

直

接
的

契
機

」
で
あ

る

と
さ
れ

た
が

、
品

川
和
子

氏
が

、

「
と

り
分

け
明

る
く
見

え

る
部
分

を
さ

ら

に
チ

ョ
ー
ク
で
補

正

し

て

い
る

の
で

は
な

い
か

注

20

」
と
指

摘
さ

れ
た

よ
う

な
、
上

巻

の
も

の
は
か

な

い
身

の
上

の
自

叙
伝

と

し

て
の
全
体

的
統

一
感

は
、

そ

の
日
そ

の
日

の
心
情
を

手
控

え

に
書
き

付

け
る
作
業

な

ど

よ
り
む

し

ろ
多

く

の
創

作
意

識

が
必
要

と
さ
れ

る
よ

う

に

思

う

。
手
許

に
あ

る
贈
答

歌

や
手

紙
な
ど

の
素
材

を

一
巻

の
作

品
と

し
て

ま

と
あ

よ
う

と
思

い
立

つ
に
は
、

そ
れ
相

当

の
作
者

の
創
作
意
識

を
刺

激

す
る

よ
う

な
出
来
事

、

即
ち
内

面
的

執
筆

の
動
機

が
想

定
さ

れ

て
然

る

べ

き
だ

と
思

う
。
以

下

に
私
は

こ
の
方

面
か

ら

の
考

察
を

試
み

て
み

る
。

作
者

道
綱

母
と
兼

家

と

の
身

分
差

に

つ
い
て
、
阿
部

秋
生
博

士

は
、
作

者
が
兼

家

と

の
結

婚

に
よ

っ
て
そ
れ

を
埋

あ

る

こ
と
が

出
来

る
と
誤
算

し

た
と

こ
ろ

に
彼
女

の
不
幸

が
生

れ
、

更

に
彼

女

は
自

ら

の
誤
算

を
悟

る

こ

と
が

で
き
ず

、

一
方
的

に

そ
れ
を
兼

家

に
求
め

よ
う
と

し
た

た
め

「
思
ふ

往
21

や
う

に
も
あ

ら

ぬ
身

の
上
」
が

構
成

さ
れ

た
と
説

か
れ

た
。

〈自

ら

の
誤

算
を

悟

る

こ
と

が
で
き

な
か

っ
た

〉
作
者

の
内

面
で
育

ま
れ

た
当
面

の
願

い
は
、
兼
家

の
妻

と
し

て
の
半
永

久
的

な
地

位

を
確
保

す
る

こ
と
で

は
な

か

っ
た
か

と
私

は
思

う
。
勿
論

、

道
綱

母
が
世
間

的
な
地

位

そ

の
も

の
を

望

ん
で

い
た
と

い
う

の
で

は

な
く
、
兼

家

の
妻

と
し

て
重
き
を

な

す

こ
と

に
よ

っ
て
兼

家
を
自

分

の
許

に
引
き
寄

せ

て
お
く
為

の
願

い
で

あ

っ
た
ろ

う
。
例

の
町
小
路
女

の
不
幸

に
手
を

打

っ
て
喜

ん
だ
作

者
で
あ

る
が

、
自

分

が

町
小

路

女
と
同

じ

よ
う
な

運
命

、

つ
ま

り

、
兼

家

か
ら
顧

み
ら

れ
な

く

な

る
と

い
う
事
態

、

に
遭
遇

す

る

こ
と

は
な

い
と

い
う
保
証

は
全

く
な

い
訳
で

あ
る

。

か
く
て
、
人
に
く
か
ら
ぬ
さ
ま
に
て
、
十
と
い
ひ
て
一
つ
二
つ
の
年
は
あ
ま
り
に

け
り
。
さ
れ
ど
、
あ
け
く
れ
、
世
中
の
人
の
や
う
な
ら
ぬ
を
歎
き

つ
ゝ
、

つ
き
せ
ず

す
ぐ
す
な
り
け
り
。
ー
中
略
-
か
か
る
所
も
、
と
り
つ
く
ろ
ひ
か

ゝ
は
る
人
も
な
け

れ
ば
、
い
と
あ
し
く
の
み
な
り
ゆ
く
。
こ
れ
を
つ
れ
な
く
出
で
入
り
す
る
は
、
こ
と

に
心
細
う
思
ふ
ら
ん
な
ど
ふ
か
う
思
ひ
よ
ら
ぬ
な
め
り
な
ど
、
ち
ぐ
さ
に
思
ひ
み
だ

る
。

(康
保
三
年
夏

・
六
二
)

と

い
う

一
文

に
も
窺

え

る
よ
う

に
、
結

婚
し

て
か

ら
十

一
、

二
年

も
経

過

し

な
が

ら
、
世

間

の
女

の
人

の
よ
う

に
妻
と

し

て
の
正
当

な
処

遇
を
も
受

け
ず

(
こ
の
言

葉

に
は
時
姫

に
対

す

る
羨
望

が
隠

さ
れ

て

い
る
と
思

う
が

)
、
辺

鄙
な
場

所

に
あ

る
荒

放
題

の
家

に
住

ん
で

い
る

こ
と

に
兼

家
が
注

意

を
払

っ
て
く
れ

な

い
こ
と
で

、
作
者

は
、

い

つ
見

捨

て
ら
れ

る
か
し

れ

な

い
我

が
身

の
不
安

定

な
情

況

に
目
を
向

け

て

い
る

の
で

あ
る

。
そ

の
よ

う
な
不
安

な
情

況

に
あ

る
作

者
で

あ

る
か
ら

こ
そ
、
兼
家

と

の
日
常
的

些

細

な
出
来

事

に
対
し

異
常

な
ま
で

に
鋭
敏

に
反
応
す

る

の
で

あ

る
。

そ

こ

で

、

「戯

れ

言
と

こ
そ
わ

れ
は
思

ひ
し

か
。

は
か

な
き
仲

な
れ
ば

、
か

く

て
や
む

や
う
も

あ
り

な
ん

か
し

」

(康

保

三
年

八
月

・
六

三
)
と

い
う

よ

う
な
言
辞

が
簡

単

に
吐
か

れ
る
訳

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

上
巻
康

保

四
年

十

一
月

の
、

か
ゝ
る
世
に
、
中
将
に
や
三
位
に
や
な
ど
、
喜
び
を
し
き
り
た
る
人
は
、
と
こ
ろ
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ぐ

、
な
る
。

「
い
と
さ
わ
が

し
け
れ
ば
あ
し
き

を
、
ち
か
う
さ
り
ぬ
べ
き
所

い
で

き
た
り
」
と
て
渡
し
て
、
乗
物
な
き
ほ
ど
に
は
ひ
わ
た
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
人
は
お
も

ふ
や
う
な
り
と
思
ふ
べ
か
め
り
。

(六
八
)

と

い
う
記
事

か

ら
解

る
よ

う

に
、
兼

家

は
作
者

を
自

邸
近

く

に
住
わ

せ
た

の
で
あ

る

。
中

将

に
昇

進
し

て
以
前

に
増

し

て
多

忙

な
兼
家

が
通

っ
て

い

く

に
は
、
前

の
辺
鄙

な
住

い
で
は
確

か

に
不
便

で
あ

っ
た

に
相
違

な

い
。

し
か
し

そ
れ

は
む

し
ろ
表

面
的

な

理
由
で

あ

っ
て
、
兼

家

の
自

邸
近

く

に

移

り
住

む
と

い
う

こ
と

は

「
思

ふ
や
う

な
り
」

と
他

人
が

み
る
よ

う

に
、

兼
家

の
妻

と

し

て

の
実
質

的

な
昇
格
で

あ

っ
た

に
相
違

な

い
。

「
世

の
中

の
人

の
や
う

な
ら

ぬ
」

と
不
安

定

な
身

の
上
を
嘆

じ

た
作
者

に
と

っ
て
兼

家

の

こ
の
処

遇

は
非
常

な
喜
び

で

あ

っ
た

こ
と

は
想
像

に
難

く
な

い
。
そ

の
喜

び

が
素

直

に
表

現

さ
れ
ず

に

「
人

は
お
も

ふ
や

う
な

り
と
思

ふ

べ
か

め

り
」

と
屈

折
し

て
出

て
来

た

の
は
、
兼

家

の
自

邸
近

く

に
住
む

こ
と

に

よ

っ
て
起

る
作

者

と
時
姫

と

の
間

の
心

理
的
摩
擦

、
或

は
作
者

の
心

に
覆

い
被

さ

っ
て
く

る
時

姫

の
圧
迫

感

に
対
す

る
憂
慮

が

あ

っ
た

か
ら
だ

と
私

は
思

う

。
そ

れ
は

そ
れ

と
し

て
、

長
年

の
願
望
が

達
せ

ら
れ

た
事

の
喜

び

は

、
そ

れ

に
続

く

「
十

二
月

つ
ご
も

り
が

た
」

の
記
事

を
始
め

と
し

て
、

上

巻
末
迄

続

く
明

る
さ

に
浸

っ
て

い
る
作
者

自
身

の
描
出

に
よ

っ
て
露

わ

に
見

ら

れ
る

と

こ
ろ
で

あ
る

。

一
方
で

は
兼

家

の
妻

と
し

て

の
昇

格
を

喜
び

な
が
ら

も
、

一
方
で

は
時

姫

の
存
在

か

ら

み
る
と
自

分

が

い
か

に
軽

ん
じ

ら
れ

て

い
る
か
、
如
何

に

不
安

定

な
存
在

で

あ

る
か

、
を
離

れ

て
住
ん
で

い
た
時

分

よ
り

一
属
痛

切

に
思

い
知

ら

さ
れ

た

の
で

あ

ろ
う

。
翌
安

和
元
年

九
月

の
初
瀬

詣
は

、
既

に
言

わ
れ

て
い
る

よ
う

に
時
姫

に
対

抗
し

て
兼
家

の
妻

と
し

て

の
地

位

を

更

に
堅
固

に
せ
ん

が
為

「
あ

ま
た

の
子

」
を
授

か
り

た

い
と

い
う

切
実
な

願

い
が

原
動

力
と

な

っ
て
決

行

さ
れ
た

も

の
詣
で

の
旅
で

あ

っ
た
と
考

え

ら
れ

る

。
そ

の
初

瀬
詣

の
記

述
中

に
み
ら

れ
る

、

忍
び
や
か
に
と
思
ひ
て
、
人
あ
ま
た
も
な
う
て
出
て
た
ち
た
る
も
、
わ
が
心
の
お

こ
た
り
に
は
あ
れ
ど
、
我
な
ら
ぬ
人
な
り
せ
ば

い
か
に
の
ゝ
し
り
て
と
お
ぼ
ゆ
。

(七
三
)

と

い
う
叙
述

に
も
時

姫

に
対

す

る
羨

望

と
嫉
妬

が

現
わ
れ

て

い
る
。

半
永

久
的

な
兼
家

の
妻

と
し

て

の
地

位
を
確

保
す

る
事
が

出
来

る
か
も

し
れ
な

い
、

と

い
う
よ
う

な
状
態

に
作
者

が
置

か
れ

た

に
も

拘
ら
ず

、
太

刀
打
で

き

な

い
時

姫

の
実
力

を
思

い
知

ら

さ
れ
、

「
は

か
な
心

ち

に
は
、

『
な

ほ
か

く

て
ぞ
あ

る

べ
か
り

け
る

。
我
錦

を
き

て
と

こ
そ

い

へ
、
ふ
る

さ
と

へ
も

帰

り
な

ん
」
と

思
ふ

。
」

(安

和

二
年
正

月

二

日

.
八

二
)
と
、

結

局
は

元

の
状

態

に
舞

い
戻
る
事

を
余

儀
な
く

さ
れ

た
事
件

が
、
中

巻
初

年

安
和

二
年

早

々
に
起

っ
た

の
で

あ

る
。

注
%

こ
の

〈
下

衆

の

闘
乱

〉
と

い
わ

れ
る
事

件

に
よ

っ
て
作
者

は
、
時
姫

に

並

ぶ
半
永

久

的
な
兼

家

の
妻

の
地

位
を

得
る
事

が
決

定
的

に
不
可

能

に
な

っ
た

こ
と
を
知

り

、
我
が
身

の
は
か
な

さ
を

、
永
久

に
癒
す

こ
と

の
で
き

な

い
嘆

き
と

し

て
実

感
す

る

の
で

あ

る
。

い

つ
何
時

兼
家

か
ら
見

捨

て
ら

れ
る
か

も
知

れ
な

い
不
安

な
状
態

こ
そ
、
作
者

が

「
は
か

な
し

」
と
感
ず

る
最
大

の
原

因
な

の
で
あ

る
。

作
者

が

こ

の
よ

う

に
我

が
身

の
は
か

な
さ

に

の
み
心
を
向

け

て

い
る
時

、

恰

も

そ
れ
を

象

徴
す
る

よ
う
な
事

件
が
世

に
起

り
、

作
者

の
内
部

に

〈
も

の
は
か

な
し

〉
と

い
う
想

い
が

い
よ

い
よ
深

く
、
確

固
た

る
も

の
と
し

て

沈

潜
し

て

い

っ
た

の
で

あ

る
。
即

ち

廿
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
西
の
宮
の
左
大
臣
な
が
ざ
れ
給
ふ
。

1

中
略

1
。
そ

の
こ
ろ
ほ
ひ
、
た
ゞ
こ
の
事
に
て
す
ぎ
ぬ
。
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記
に
は
入
る
ま

一一



じ
き
事
な
れ
ど
も
、
か
な
し
と
思
ひ
入
り
し
も
誰
な
ら
ね
ば
、
し
る
し
お
く
な
り
。

(八
三
)

と

い
う
、
同
年

三
月

の
記
事
で

示

さ
れ
る
出
来

事
で

あ

る
。

こ
の
、
源
高

明

の
失
脚

と

い
う
社
会
的

な
事

件
が

、
道
綱

母

の
精

神
と
ど

の
よ

う

に
関

っ
た

の
か
。

「
身

の
上
を

の
み
す

る
日
記

に
は
入

る
ま
じ

き
事

な

れ
ど
も

」

と
断

り
な
が

ら
も
書
き

留
め

ざ
る
を

得

な
か

っ
た
作

者

の
心

の
動

き
は

ど

の
よ

う

に
説

明
で
き

る
で
あ

ろ
う

か
。
私

は

こ
の
疑
問

は
、
や

は
り
作

者

の
内
部

に
わ
だ

か
ま

っ
て
い
た

〈
も

の
は
か
な

し
〉

と

い
う
想

い
が
、

深

く
揺
す

ぶ
ら
れ

た
結
果

と
し

て
、
初

め

て
説

明
で

き
る

の
で

は

な

い
か

と
思
諭

。

こ
の
間

の
事
情

に

つ
い

て
は
、
秋
山

度
先

生

に
よ

っ
て
夙

に
分

析

さ
れ

て
い
る

の
で

詳
細

は
省
く

こ
と

に
す

る
け
れ
ど

も

「
こ
の
大
き

な

社

会
的

事
件

が
示
す

人
間

の
運
命

の
あ
ざ

や
か

な
曲
線

は
、

そ
れ
は

正
し

く
私

の
身

の
上

の
こ
と
、
わ

が
運

命

の
そ

こ
に
お

い
て
お

の
つ

か
ら

に
見

注
15

え

て
く

る
か

た
ち

に
ほ
か

な
ら
な

い
。
」

と
述

べ
ら
れ

て

い
る

よ
う

に
、

道

綱
母

に
と

っ
て

の
高

明

配
流

事
件

は
、
彼

女
自

身

の
運
命
を

さ
な
が

ら

目
前

に
見

る
如

く
浮

か
び
上

ら
せ

た

こ
と

は
事
実
で

あ

ろ
う
。
先

に
述

べ

た
よ
う

な
情
況

の
下

に
自

分

の
運
命

に
異
常

に
鋭

い
感
受

性
で
対
決

し

て

い
た
作
者

は
、

こ
の
事

件
を

き

っ
か

け

に
、
煩
悶

の
連
続
で

あ

る
が
故

に

と
も

す
れ
ば

磨
滅

し

そ
う

に
な
る
我
が

身

の
不
幸

の
実
感
を

、

は

っ
き

り

認
識

し
直

し
た

の
で

あ

ろ
う
。

更

に
、

「
あ

ま
た

の
御

子
ど

も

ゝ
、
あ

や

し
き

国

々
の
空

に
な
り

つ

ゝ
、

ゆ
く

へ
も
し

ら
ず
ち

り
　
＼

わ
か

れ
給

ふ

」
と

、
余

り

に
も
大

き

な
不
幸

に
見
舞

わ
れ

た
ま
だ

い
と
け

な

い
子

供
た

ち

へ
の
同
情

は
、
我

が
子

道
綱

へ
の
憂
慮
と

重
な
り
合

う
性
質

の
も

の
で

あ

っ
た
ろ
う

。

「
そ

の
こ
ろ
ほ

ひ
、
た

ゞ
こ
の
事

に

て
す
ぎ

ぬ
」
と

あ
る

よ
う

に
、

こ

の
社
会

的
事

件

に
よ

っ
て
惹

き
起

さ
れ
た

心
理
的

な
衝

撃
か

ら
十
分

に
立

ち
直

る

こ
と

が
で

き
な

い
ま
ま

、
作
者

は
閏

五
月

つ
ご

も
り

か
ら

、
翌
六

月
晦
日
頃
ま
砺

約

一
ケ
月
間
と
い
つ
長
期
に
亘
で

病
床
に
臥
す
こ
と

に
な

る

の
で

あ

る

。

私

は

、

作

者

が

一
カ

月

に

亘

っ

て

臥

っ
て

い
た

こ

の

期

間

こ

そ

、

自

分

の

過

去

の

結

婚

生

活

十

五

年

間

を

、

作

品

の

世

界

に

構

想

し

た
時

期

で

は

な

か

っ
た

か

と

思

う

。

閏
五
月

に
も
な
り

ぬ
。

つ
ご
も
り

よ
り
、
何

心
地

に
か
あ
ら
ん
、
そ

こ
は
か
と
な

く

い
と
苦
し
け
れ
ど
、
さ
は
れ
と

の
み
思
ふ
。

い
の
ち
を

し
む
と

人
に
み
え
ず
も

あ

り

に
し
か
な
と

の
み
念
ず
れ
ど
、
み
き
く
人
た

ゞ
な
ら
で
、
芥
子
焼
き

の
や
う
な
る

業

す
れ
ど
、
な
ほ
し
る
し
な
く

て
ほ
ど
ふ
る

に
、
人
は
か
く
き
よ
ま

は
る

ほ
ど
と

て
、

れ
い

の
や
う
に
も
通
は
ず
。
新
し
き
所

つ
く
る
と

て
通
ふ
た
よ
り

に
ぞ
、
た
ち

な
が

ら
な
ど
も

の
し
て
、

「
い
か
に
ぞ
」
な
ど
も
あ
る
。
心
地
よ
わ
く
お
ぼ
ゆ
る

に
・
を

し
か
ら
で
か
な
し
く
お
ぼ
ゆ
る
夕
暮

に
、
れ

い
の
所
よ
り
帰
る
と

て
、
蓮

の
実

ひ
と

も
と
を
、
人
し
て

い
れ
た
り
。

「
暗
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
参

ら
ぬ
な
り
。

こ
れ

、
か
し

こ
の
な
り
。
み
給

へ
」
と
な
ん

い
ふ
。
返
り
ご
と
に
は
、
た

ゞ
、

「

「生
き

て
生
け

ら
ぬ
』
と
き

こ
え
よ
」
と
い
は

せ
て
思
ひ
ふ
し
た
れ
ば
、
あ
は
れ
、
げ

に
い
と
を
か

し
か
な
る
所
を

、
命
も
し
ら
ず

人
の
心
も
し
ら
ね
ば

、

「
い
つ
し
か
見
せ
ん
」
と
あ

り
し
も

、
さ
も

あ
ら
ば

も
や
み
な
ん
か
し

と
思

ふ
も

あ
は
れ
な
り
。

花

に
さ
き
実

に
な
り
か
は
る
世
を
す

て

ゝ
う
き

は
の
露
と
我

ぞ
け
ぬ
べ
き

な
ど
思

ふ
ま
で

、
日
を

へ
て
同
じ

や
う
な
れ
ば
、

心
ぼ

そ
し
。

よ
か
ら
ず

は
と
の
み

思

ふ
み
な
れ
ば
、

つ
ゆ
ば
か
り
惜
し
と

に
は
あ
ら
ぬ
を
、
た

ゞ
、
こ
の

一
人
あ

る
人

い
か

に
せ
ん
と
ば
か
り
思

ひ

つ
ゞ
く
る

に
ぞ
、
涙
せ
き
あ

へ
ぬ
。
な

ほ
あ
や
し
く
、

例

の
心
地

に
た
が

ひ
て
お
ぼ
ゆ
る
気
色
も
み
ゆ

べ
け
れ
ば
、
や
む
ご
と
な
き
僧
な
ど

よ
び
お

こ
せ
な
ど
し

つ
ゝ
心
み
る

に
、
さ
ら

に
い
か

に
も
あ
ら
ね
ば
、

「か
う
し

つ

ゝ
死

に
も

こ
そ
す
れ
。

に
は
か

に
て
は
思
し
き
事

も

い
は
れ
ぬ
物

に
こ
そ
あ
な
れ
。
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か
く
て
は
て
な
ば

、
い
と
く
ち
を
し
か
る

べ
し
。
あ
る
程

に
だ

に
あ
ら
ば

、
思
ひ
あ

ら
む

に
従

ひ
て
も
語
ら

ひ

つ
べ
き
を
」
と
思
ひ

て
、
脇
息

に
お
し
か

ゝ
り
て
、
書

き

け
る
こ
と
は
ー

i
中
略
ー

と
書
き

て
、
か
た
は
ら
な
る
唐
櫃

に
ゐ
ざ

り
よ
り
て

い

れ

つ
。
み
る
人
あ
や
し
と
思
ふ
べ
け
れ
ど
、
久
し
く
し
な
ら
ば
、
か
く
だ
に
も
の
せ

ざ
ら
ん
こ
と
の
、
い
と
胸
い
た
か
る
べ
け
れ
ば
な
む
。

(八
五
～
八
八
)

こ

の
作
者

の
病

臥
時

の
記
事

は

、
た
と

え
、
執

筆
時
点

に
お
け
る
作
者

の

誇

張
や
虚

構
が
多

少

は

い

っ
て

い
る

と
し

て
も
、

異
常

な
ま
で

に
自

虐
的

で
あ
る

と

い
わ

ね
ば

な
ら
な

い
。

こ
の
間

に
流

れ

て

い
る
作
者

の
心

の
動

き
を

私

は
次

の
よ
う

に
理
解
で

き
る
と

思
う

。

「
よ
か

ら
ず

は
と

の
み
思

ふ
身

な

れ
ば

、

つ
ゆ
ば

か
り
惜

し
と

に
は
あ

ら

ぬ
を

云
々
」

と
あ
る

よ
う

に
、

た
だ

た
だ
自

分

の
命
は

少
し
も

借
し
く

な

い
と
強

調
し

て
い
る

の
を
裏

返
せ
ば

、
作
者

の
本

心
は

、
自

分

の
死
が

道
綱

に
と

っ
て
は
大

事
で

あ

っ
て
も
兼
家

に
と

っ
て
は
大

し
た
打

撃

に
は

な
ら

ぬ
で
あ

ろ
う
と

い
う
満

た

さ
れ

ぬ
気

持
、

更

に
、
造
営
中

の
新

邸
を

い

つ
か
見

せ

て
や

ろ
う
と

い
う
兼

家

の
慰

め
を

聞

い
て
も
、

「
命
も

知
ら

ず

、

人

の
心
も
し

ら
ね
ば

」

の

一
文
で
窺

わ
れ

る
通

り
殊
更

に
我

が
身
を

兼

家

か
ら
引
離

し

て
し
か
見

れ

ぬ
孤
独
感

、
或

は
兼
家

に
対

す
る

不
信

の

念

、

に
あ

る
と
見

る

べ
き
で

あ
り

、

こ
の
事

は
最
終
的

に
は
、

一
ケ
月
も

の
長

い
間
他
事

に
紛

れ
る
事

な
く

じ

っ
と
自

分

を
見

つ
め
考

え
る
と

こ
ろ

で
た
ど

り

つ

い
た
過
去

十

五
年

間

の
感

情

の
整

理
と

い
う
形
で

、
兼
家

と

作
者

の
関
係

の

〈
は
か
な

さ
〉

の
認
識
と

し

て
、
作
者

の
内
部

を
抗

し
離

い
勢

い
で
覆

っ
て

い

っ
た
で

あ
ろ

う
と
思

わ
れ

る
。

そ
れ
は
、

安
和

の
変

に
よ
る
鮮

烈
な

〈
人
生

の
は
か
な

さ
〉

の
認
識

と
相

侯

っ
て
、

よ
り
痛

切

な
も

の
と
な

っ
て

い

っ
た
で

あ
ろ

う
事

は

想
像

に
難
く

な

い
。

病

中

の
作

者

の
死

へ
の
接
近

の
感
覚

は

、
今

日

の
読
者

か
ら

み
れ
ば

大

袈
裟

と
思

わ
れ

る
程
で

あ

る
け
れ
ど

、
病

と

い
え
ば
加

持

祈
祷

に
し
か
頼

る

術

の
な
か

っ
た
当
時

の
こ
と
でて
あ
る
か

ら
、

病
気

が
長
引

き

日
を

経

て

も

回
復

の
徴
が

み
え

な

い
床
中

で

の
作
者

の
想

い
が

、
死

に
拘
束

さ
れ

る

の
も

強
ち
誇

張

と
ば
か

り

は
言
え

な

い
で

あ
ろ

う
。

そ
し

て
、
作
者

の
気

持

は
、
自

分
自

身
、

及
び
身

の
ま
わ

り

の
整

理

へ
と
動

い
て
行
き

、

「
か

う

し

つ

ゝ
死

に
も

こ
そ
す
れ
。

に
は
か

に
て
は

思
し
き
事

も

い
は

れ

ぬ
物

に
こ
そ
あ

な
れ
。

か
く

て
は

て
な
ば

云

々
」
と

、
自
分

の
心

の
代
弁

者
或

は
代

行
者
を

求

め
る
事

に
な

り
、
直

接

に
は
、
兼

家

宛

に
道
綱

の
後

見
を

托
す

る
遺
言

を
し

た
た

め
る

行
為
を
起

す

こ
と

に
な

る

の
で

あ
る
。

こ
の
極

く
小

さ
な
、
今

ま
で

の
詠

歌
よ

り
直
接

的

な
自

己
表

出

の
企

て

は
、
兼

家

と

の
結

婚
以
来

歩

い
て
き

た
他

人
が
測

り
知

る
事

の
な

い
自
分

自

身

の
精
神

の
歴

史
を

、
誰
か

に
理
解

し

て
も
ら

い
た

い
と

い
う
作
者

の

自

己
表

出
欲

を

い
や
が
上

に
も

刺
激

し
た
で

あ

ろ
う
。

実
人

生

に
於
る
世

界
と

の
係
り
合

い
の
中
で

は
決

し

て
表

現
す

る

こ
と

の
で

き

な

い
、
脳も
し

く
は
表

現
し

て
は
な
ら

な

い
複

雑
な
自

己

の
内

面

の
相
を

、
強

烈

に
意

識

し

、
し
か

も

そ

の
内

面
的
自

己

の
方
が
む

し

ろ
真

実

の
自

己
で
あ

る
と
感

じ
る
作
者

に
と

っ
て
外
見

に
現

わ
れ

る
面
だ

け
を

以

て
自

己
を

判
断

さ
れ

る

の
は
耐
え

ら
れ

な

い
こ
と
で

あ

っ
た

に
相

違
な

い
。

そ

の
よ
う

な
、

い

わ

ば
他
者

と

の
会

話

、
が
で

る

以
前

の
屈
折

し

た
心
理
的

情
況

は
、

理
解

を

要
求
で

き

る
対
象

が

な

い
以
上

、
自

分
自

身

の
心

に
よ
り
重

く
沈

澱
す

る

こ
と

に
な

っ
た
で

あ

ろ
う
。

響
積
し

た
ま

ま
、

理
解

さ
れ

る
事
な

く
抹

殺

さ
れ

る
で

あ
ろ

う
自

己
の
内

面
を
表
出

す

る
事

に
よ

っ
て
、

そ

こ
に
理

解

さ
れ

得
る

可
能
性

を

つ
な
ぎ

、

一
方

で

は
、
自

己
を
表

出
し

、
客
観

化

す

る
事
自

体

に
よ

っ
て
、

一
種

の
安
堵

を
得

る

、
そ

の
事

に
作

者
が
最

後

の
希
望
を

か

か
げ

、
情
熱
を

か
き

た

て
て

い

っ
た
で

あ

ろ
う
事

は
、
作

者
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の
人

性
、
時

間
的
空

間
的

に
作
者

を
取

り
巻

く
環
境

、
を
考
慮

す

る
時

、

容
易

に
理
解

で
き

る
。

こ

の
よ

う

に
し

て
大
き

く
育

っ
て
い

っ
た
作
者

の

自

己
表
出

欲
は
、

末
だ

一
方

に
残

っ
て

い
た

、
兼

家

か
ら
完

全

に
見

離
さ

れ

た
訳
で

は
な

く
、
あ

る
種

の
紐
帯
が

確
保
で

き

て

い
る
と

い
う
感

情
、

を
強

い
て
黙

殺
し

、
実
際

に
は

「
そ

う
な
る

の
で

は
な

い
か

」
と

い
う
危

惧

の
念
と

い
う
段

階

に
あ

っ
た

、
と

い
う
方

が
正
確

て
あ

ろ
う
と
思

わ
れ

る

〈
も

の
は
か

な
し
〉
と

い
う
観

照

め

い
た

想
念
を

象
徴

と
し

て
前

面

に

強
烈

に
押

し
出
し

た
、
皮

肉
な

見
方
を

す
れ
ば

、
ま

だ

一
種

の
、
他

者

に

対
す

る
期

待
、
或

は
甘

え
、
を

秘
め

た
作
品

、
　

蜻
蛉

日
記
上

巻
、
と

し

て
結
晶

し
た
も

の
と
見

る

こ
と
が
で

き

る
と
思

う
。

注

(敬

称

略

)

押
見
虎
三
二

「
蜻
蛉
日
記
の
文
体
論
的
考

察
」

新
潟
大
学
教
育
学
部

長
岡
分
校

研
究
紀
要

・
第
五
集

池
田
亀
鑑

「日
本
文
学
大

辞
典
」

岡

一
男

「蜻
蛉

日
記

の
成
立
年
代
と
そ

の
芸
術
構
成
」
文
林
堂
双
魚
房

「
古
典

と
作
家
」
収
録

藤
本
俊
枝

「
「蜻
蛉

日
記
』

の
成
立
時
期

に

つ
い
て
」
平
安
文
学
研
究

・
第
二

十
五
輯

石
川
徹

「物
語
作
者
と
し

て
の
源
順

の
作
家
的
成
長
と
蜻
蛉
日
記
と

の
関
係
」

国
語
と
国
文
学

・
昭
和

三
十
年
十

一
月
号
、
鈴
木
知
太
郎

「大
和
物
語

の
成
立

時
期

に

つ
い
て
」
国
学

・
第

二
輯
、
後
藤
利
雄

「古
今
和
歌
⊥ハ
帖

の
編
者
と
成

立
年
代

に
就

い
て
」
国
語
と
国
文
学

・
昭
和

二
十
八
年
五
月
号
、
な
ど
。

柿
本
奨

「蜻
蛉

日
記
」
解
釈
と
鑑
賞

・
昭
和

三
十
六
年

二
月
号

藤

岡
作
太
郎

「
国
文
学
全

史

平
安
朝
篇
」
第
八
章

喜
多
義

男

「
蜻
蛤
日
記
講
義
」
東
京

武
蔵
野
書
院

同

氏

「
全
講
蜻
蛉
日
記
」
至
文
堂

守

屋
省

吾

「
蜻
蛉
日
記
上
巻

の
成
立

に

つ
い
て
」
立
教
大
学

・
日
本

文
学

・
十

四
号

。
氏
の
論
文
の
引
用
は
以
下
も
全

て
本
論
文

に
よ
る
も

の
で

あ
る
。

本
稿
中

の
蜻
蛉
日
記
本
文

の
引
用
文

に
付
し
た
数
字

は
佐
伯
梅
友

う
伊
牟
田
経

久

編

「
か
げ

ろ
ふ
日
記
総
索
引
」

の
本
文
篇

の
頁
数
で
あ

る
。

あ
る
種

の
底
本
で
は
、

こ
の
箇
所

に

「康
保

四
年

」
の
注
記
が

あ
る
た
め
、

こ

の

一
文
を
康
保
四
年

の
こ
と
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
従
わ

な
い
。

平
安
時
代

の
日
記

に
は
公

の
日
記
と
し

て
数
多
く

の
日
記
が
残

さ
れ
て

い
る
が
、

そ
れ
ら
は
全

て

「
日
次

の
記
」
で
あ
り
、

日
々
の
天
候
や
時
刻

な
ど
ま
で

細
心

に
記
さ
れ

て
い
る
。
又
そ
れ

ほ
ど
記
録
的
性
格
が
強

く
な
い
い
わ
ゆ
る

「
歌
合

日
記
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
に

つ
い
て
み

て
も
、
殆

ん
ど

の
場
合
口壁

頭

に
年

月
日

が
記
さ
れ

て
お
り
、
日
次
が

明
確
に
記
さ
れ
て

い
な

い
も

の
に

つ
い
て
「
日
記
」

と
記
し
た
例
は
皆
無
で
あ

る
。

「蜻
蛉

日
記
」
以
前

の
文
学
作

品
で

今
日
残

っ

て

い
る
唯

一
の
仮
名

日
記
で
あ

る

「土
佐

日
記
」

に
お
い
て
も
例
外

で
な
く
、

詳
細
な

日
次
記
と
な

っ
て
い
る
事

は
周
知

の
通

り
で

あ
る
。

玉
井

幸
助
博
士
は
、

「
日
を

逐
う
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
毎
日
書

き
続

け
ら

れ
た
自
然

の
結
果
で
あ

っ
て
、

日
記

の
本
質

は
、
さ
う
し
た
結

果

に
於
る
形
式

に
あ
る

の
で
は
な
く
、

一
日
々
々
に
於
け
る
其

の
日
の
事

実
が
、
有
り

の
ま
ま

に
記
録
せ
ら
れ

て
ゐ

る
鮎

に
あ

る
の
で

あ
る
。
故

に
長

い
記
録

の
中

か
ら
、
或

一
日
を
取
り
出
し

て
も
、

そ
れ
は
当
然

日
記
で

あ
る
。
」
(
「日
記
文
学
概
説

」

)
と
述

べ
て
お
ら
れ

る
。

確
か
に
日
記
の

〈本

質
〉
は
事

実

の
記
録

に
あ
る

と
し

て
も
、

そ
の
記
録

に
は
付
随

し
た
日
次

の
記
載

が
必
要

条
件
で
あ

っ
て
、

長

い
記
録

の
中

か
ら
或

一
日
を
取
出

し
て
も

、
そ
れ
が
何
日
の
記
録
だ
と
わ
か

一52一



る
限
り

に
お

い
て

「
日
記
」
な
の
で
あ
り
、
日
次

が
全
く
不
明
で
あ

れ
ば

、

「

何

々
の
記
録
」
で
は
あ

っ
て
も

「
何
々
の
日
記

」
で
は
あ
り
得
な
い
。

「
日
記

」
が

「
日
次
の
記
」
で

あ
る
と
い
う
点
で

ル
ー
ズ
に
な

っ
た
の
は
蜻
蛉

日
記
以

後

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
で

む
し
ろ
本
作
品

は
結

果
的

に
み
て
独
創
的
役

割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

次

田
潤

・
大
西
善
明

「か
げ

ろ
ふ
の
日
記
新
釈
」
明
治
書
院

秋

山
度

「蜻
蛤

日
記
」

ア
テ
ネ
文
庫

・
弘
文
堂

木
村

正
中

「蜻
蛉

日
記

に
お
け
る
私
家
集
的
性
格

に

つ
い
て
」
明
治
大
学
文
学

部
紀
要

・
第
八
号

、

松

田
成
穂

「
「か
げ
ろ
ふ

の
日
記
」
上
巻

に
関
す
る
試
論
」
平
安
文
学
研
究

・

第

二
十

五
輯

野
村
精

一
「
か
げ
ろ
ふ

の
終
焉
」
国
語
と
国
文
学

・
昭
和
三
十
年
六
月
号

川
嶋
明
子

「
蜻
蛤
日
記
に
お
け
る
不
幸

の
変
容
」
国
語
国
文
研
究

・
三
十

三
号

品
川
和
子

「
蜻
蛉
日
記
の
表

現

に
お
け
る
波

動
性
③
」
学

苑

・
昭
和
三
十

七
年

十

二
月
号

阿
部
秋

生

「
源
氏
物

語
研
究
序
説
上

」

こ
の
部
分

に

つ
い
て
の
解
釈

に

つ
い
て
は
、
様

々
な
説

が
あ
る
が
、
秋

山
度

・

上
村

悦
子

・
木
村

正
中

「蜻
蛉

日
記
注

解
三
十

三
」
解
釈

と
鑑

賞

・
昭
和

四
十

年

一
月
号
、

の
説

に
準
ず

る
。

秋
山
慶

「道
綱

母
の
文
学

に
関
す

る
覚

え
書

」
国
語
と
国
文
学

・
昭
和

二
十

五

年
六
月
号

松

田
成
穂

「
「
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
』
中
巻

に
関
す

る
序
論
的
考
察
」

日
本
文
学

・

昭
和

三
十

四
年

四
月
号

〈付

記
〉

本
稿
は
、
昭
和

四
十

一
年
度
東
京
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
専
修
課
程
卒
業
論
文

の

一
部
で
あ
り
、
去

る
四
十

二
年

五
月

二
十

一
日
の
九

州
大
学

国
語
国
文
学
会

で
発

表
し
た
草
稿

に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
欄
筆

の
後
、
伊
藤

博
氏

の

「
蜻
蛤

日
記

の
執
筆
時
点

に

つ
い
て
」

(

「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
四
十
二
年
十

一
月
号
)
と

い
う
論
文
が
発
表

さ
れ

た
。
本
稿

二

二
二
章
中

に
、
氏

の
論
文
の

一

「
月

日
の
記
述
方
法
」
、

三

「贈
答

歌
と
独
詠
と

で
き
ご

と
」
中

の
指
摘
と
重
な
る
点
が
あ

っ
た
が
、
推
論

の
仕
方
、
結
論
共

に
異

る

の
で

、
敢
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
公
に
す
る

こ
と
に
し
た
。

▼

受

贈

雑

誌

昭
和

42
年

8
月

～
12
月

(
そ

の
二

)

女

子
大

国
文

(京
都

女

子
大
学

)
46
、

立
命

館
文

学

瑚
ー

獅
、
語

文

(大

阪
大

学

)

27
、

人
文
論

究

(関

西
学

院
大

学

人
文
学

会

)
17
巻

3

・
4

、

18

巻

1
、
甲
南

大
学

文
学

会
論

集

鈎
、
試

論

(
甲
南

文
学
会

)
13
、

愛
媛

大
学
紀

要

12
、

愛
媛
大

学

地
域

社
会

綜
合
ロ
研
究
所

研

究
報

告

9
、
中

世
文

芸

(
広
島
大

学
中

世

文
芸

研
究
会

)
。。」o
、

近
世

文
芸
稿

(
広
島
近

世
文
芸

研
究
会

)

12
、
九

州
大

学

文
学
部
紀

要

(
心
理
学

)

10
、
山

口
大

学
文

学

会
志

18
巻

1
、
別

府
大

学

国
語

国
文
学

8
、
香

椎

潟

(
福
岡
女

子
大

学

)

13
、
文

献
ジ

ャ
ー

ナ

ル
7

～
12
月

、
東
洋

学

術
研
究

6

巻

4
～
8

、
書
陵

部
紀

要

18
、
能

楽

思
潮

40

・
41
、
古

典

と
近
代

文
学

1

、

日
本

学
術
会

議

月
報

8
巻

3

、
朝
鮮

学
術

通
報

4
巻

3
、
肇

国
8

-
12
月

、

日
米

フ
ォ
ー

ラ
ム
7

～
10
月

、

田
唄

研
究

10
、
白
路

7
～

10
月
、

八
雲

10
月

、
城

お
、

竃
2

=
昌

21
。

▼

受

贈

抜

刷

書
記
の
暦
に
つ
い
て

(京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
18
)

翻
刻

.
俳
書

「安
楽
音
」
(有
明
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
2
)

園

正
造

田
中
道
雄

一 「亀「L7「圃


