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B
ased on

 th
e su

rv
ey

 of “M
ish

im
a Y

u
kio B

u
n

ko" of H
ijiy

am
a U

n
iv

ersity
, th

e m
ain

 focu
s of th

is paper w
as placed on

 th
e “M

in
om

on
o-tsu

ki (m
oon

lig
h

t on
 

w
ater su

rface)" in
volved in

 th
e “S

h
im

izu
 F

u
m

io old stock". 

S
h

im
izu

 left h
is n

ote on
to th

e n
ov

el, “M
in

om
on

o-tsu
k

i" <docu
m

en
t n

u
m

ber M
A

M
i0-80>. It is g

en
erally

 poin
ted ou

t th
at “K

ag
erofu

-n
o-n

ik
k

i (diary
 of 

drag
on

fly
)" an

d “H
ototog

isu
" w

ritten
 by

 T
atsu

o H
ori, as w

ell as th
eir orig

in
al literatu

re, “K
ag

erofu
-N

ikki" in
flu

en
ced “M

in
om

on
o-tsu

ki".

A
s far as S

h
im

izu ’s n
ote is con

cern
ed, h

ow
ever, it can

 be con
clu

ded th
at h

e recog
n

ized th
e in

flu
en

ce of “K
okin

-W
akash

u
 (K

okin
 poet collection

)" u
pon

 th
is 

n
ovel.

M
ish

im
a created ch

aracters filled w
ith

 in
tellig

en
ce an

d cu
ltu

re, by
 citin

g
 W

ak
a (sh

ort poetry
) in

v
olv

ed in
 an

cien
t w

ork
s su

ch
 as “K

ok
in

-W
ak

ash
u

" or 

“Ise-M
on

og
atari" in

to “M
in

om
on

o-tsu
ki".  A

n
d th

en
, h

e described th
e su

fferin
g

 an
d sorrow

 for w
aitin

g
 = bearin

g
 of dy

n
asty

 person
s, in

 a m
u

lti lay
ered or 

stereoscopic m
an

n
er. M

oreover, h
e su

cceeded to develop th
e story

 by
 relatin

g
 im

ag
es from

 W
aka to W

aka.

T
h

ere still rem
ain

 som
e issu

es to be con
sidered. F

or in
stan

ce, h
ow

 did M
ish

im
a learn

 th
e classics in

 relation
sh

ip w
ith

 Z
en

-m
ei H

asu
da, F

u
m

io S
h

im
izu

, or 

coterie of “B
u

n
g

ei-B
u

n
ka (literary

 cu
ltu

re)"?  A
s a resu

lt, w
h

at kin
d of literary

 view
 w

as form
ed by

 th
em

?  M
oreover, h

ow
 did th

ey
 reflect in

 th
is w

ork?  

M
ore precise stu

dy
 is n

ecessary
 to an

sw
er th

ese qu
estion

s.  T
h

e n
ote of S

h
im

izu
 is con

sidered to be a very
 valu

able clu
e for th

is pu
rpose.
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を
換
骨
奪
胎
し
、
書
簡
体
で
構
成
さ
せ
た
、
は
る
か
に
自
由
な
も
の
」
と
評
価
し
、
柳

川
氏
は
、「
三
島
は
、『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
後
半
部
と
続
編
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
に
顕

著
な
、
男
を
苦
し
め
ぬ
く
女
、
煩
悩
多
き
女
、
強
い
心
の
持
ち
主
と
い
っ
た
女
の
性
格

を
『
み
の
も
の
月
』
に
取
り
入
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
や
、
そ
の
続
編
「
ほ
と
と
ぎ
す
」（
昭
和
14
・
２
「
文

藝
春
秋
」）
以
外
の
作
品
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
埜
氏
が
「
和
泉
式
部
日
記
」、

柳
川
氏
が
謡
曲
「
羅
生
門
」
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。

一
方
、
清
水
は
、「
み
の
も
の
月
」
に
「
古
今
和
歌
集
」
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
の
影

響
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
書
入
の
実
態
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
内
実
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
．「
み
の
も
の
月
」
書
入
の
実
態

書
入
（「
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
」（
前
掲
）〈
資
料
番
号
MA 

Mi
０-

84
〉
は
す
べ
て
薄

い
鉛
筆
書
き
で
な
さ
れ
て
お
り
、
ラ
イ
ン
・
丸
囲
み
・
欄
外
へ
の
メ
モ
の
三
種
が
あ
る
。

【
一
通
目
】

P68
下
L-7　

冒
頭
部
の
「
ど
う
ぞ
お
心
を
昔
に
か
へ
し
て
下
さ
い
ま
し
」
の
右
上
肩
に
【（
女

―
男
）】
の
書
入

P69
下
L2　
【
む
な
し
き
そ
ら
に
み
ち
る
】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄
外
下
部
余
白
へ
線
を

引
き
、【
古
今
恋
一
488
】
の
書
入

P69
下
L3　
【
わ
が
こ
ひ
】
を
丸
囲
み

【
二
通
目
】

P69
下
L4　

冒
頭
部
の
「
わ
た
く
し
は
ひ
ど
く
疲
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
」
の
右
上
肩
に
【（
男

１
．
は
じ
め
に

比
治
山
大
学
蔵
「
三
島
由
紀
夫
文
庫
」
の
清
水
文
雄
旧
蔵
資
料
（
以
下
旧
蔵
資
料
）

に
は
、
拙
稿
「
三
島
由
紀
夫
「
比
治
山
大
学
蔵
『
三
島
由
紀
夫
文
庫
』
調
査
報
告
（
１
）

〜
（
３
）＊

１」
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
清
水
の
手
に
よ
る
ラ
イ
ン
や
書
入
が
残
さ
れ
た
資
料

が
あ
る
。「
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
」（
昭
和
39
・
２　

新
潮
社
）〈
資
料
番
号
MA 

Mi

０-

84
〉
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、「
み
の
も
の
月
」、「
祈
り
の
日
記
」
に
そ
の
跡
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
昭
和
一
七
年
一
一
月
に
『
文
藝
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た

短
編
「
み
の
も
の
月
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
書
入
実
態
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ

か
ら
見
え
て
く
る
、
習
作
期
三
島
作
品
に
お
け
る
清
水
、
な
ら
び
に
『
文
藝
文
化
』
同

人
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

「
み
の
も
の
月
」
は
『
文
藝
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
処
女
作
品
集
『
花
ざ
か
り

の
森
』（
昭
和
19
・
10　

七
条
書
院
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
文
藝
文
化
』
と
三
島
と

の
関
係
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
作
品
と
言
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
こ
れ

を
論
じ
た
も
の
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。

三
島
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
王
朝
日
記
の
世
界
の
模
写＊

２

」 

、「
恩
師
清
水
文
雄
先

生
の
同
人
雑
誌
『
文
芸
文
化
』
に
載
つ
た
『
花
ざ
か
り
の
森
』『
み
の
も
の
月
』
は
、
も

つ
と
も
国
文
学
風
、
王
朝
風＊

３

」、「
日
本
古
典
、
お
よ
び
堀
辰
雄
に
よ
る
そ
の
現
代
語
訳＊
４

」

と
い
っ
た
言
及
を
し
て
い
る
。
作
品
名
こ
そ
出
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
堀
の
影
響
を
認

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
み
の
も
の
月
」
と
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」（
昭
和
12
・
２
『
改
造
』）

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
相
原
和
邦
氏
、
奥
野
健
男
氏
、
小
埜
裕
二
氏
、
柳

川
朋
美
氏＊

５

ら
に
よ
っ
て
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
小
埜
氏
は
「
堀
の
作
品
が
『
蜻

蛉
日
記
』
の
筋
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
島
の
作
品
は
『
蜻
蛉
日
記
』
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で
ご
ざ
い
ま
す
】
に
ラ
イ
ン

P73
下
L-3　
【
受
領
の
女
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
下
部
余
白
に
【
受
領
の
女
】
の
書
入

P74
上
L2　
【
菊
の
し
ら
露
】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄
外
右
余
白
へ
線
を
引
き
、【
古
今

恋
一
470
】
の
書
入

P74
上
L3　
【
ひ
る
は
思
に
あ
へ
ず
け
ぬ
べ
し
】
を
丸
囲
み

【
四
通
目
】

P74
上
L4　

冒
頭
部
の
「
ど
う
も
わ
た
く
し
は
お
そ
ろ
し
く
て
な
ら
な
い
」
の
右
上
肩
に

【（
女
―
男
）】
の
書
入
、【
君
】
を
丸
囲
み

P74
上
L5　
【
あ
れ
】
を
丸
囲
み
（
↓
P74
上
L9
、
P74
上
L-7
、
P74
上
L-4
、
P74
下
L2
、
P74
下
L-9
、

P75
上
L3
、
P75
上
L-8
、
P75
上
L-7
、
P75
上
L-4
、
P75
下
L1
も
同
様
）

P74
上
L12　
【
受
領
の
女
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
受
領
の
女
】
の
書
入

P74
上
L-7　
【
女
】
を
丸
囲
み
（
↓
P74
上
L-2
も
同
様
）

P74
下
L5　
【
受
領
の
女
】
を
丸
囲
み
（
↓
P74
下
L-4
、
P74
下
L-1
、
P75
上
L3
、
P75
上
L10
も
同
様
）

P75
上
L7　
【
橘
の
香
】
に
ラ
イ
ン

P75
上
L-9　
【
少
将
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
少
将
】
の
書
入

P75
上
L-6　
【
私
は
そ
の
日
か
ら
こ
の
か
た
〜
一
こ
と
ば
か
り
が
危
ぶ
ま
れ
て
く
る
や
う
に

な
つ
た
】
に
ラ
イ
ン
、

P75
下
L1　
【
あ
れ
】
を
丸
囲
み

P75
下
L2　
【
わ
た
く
し
は
そ
ん
な
風
に
〜
は
げ
し
い
戀
に
疲
れ
だ
し
た
の
だ
】
に
ラ
イ
ン

P75
下
L9　
【
受
け
身
ば
か
り
の
戀
は
〜
わ
た
く
し
は
忘
れ
て
ゐ
た
わ
け
だ
よ
】
に
ラ
イ
ン

P75
下
L10　
【
少
将
】
を
丸
囲
み

P75
下
L-7　
【
夏
蟲
】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄
外
下
部
余
白
へ
線
を
引
き
、【
古
今
恋

一
544 
561 
600
】
の
書
入

―
女
）】
の
書
入

P70
上
L5　
【
少
将
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
少
将
】
の
書
入

P70
上
L6　
【
夏
む
し
】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄
外
右
余
白
へ
線
を
引
き
、【
古
今
恋

一
544
】
の
書
入

P70
上
L7　
【
ひ
と
つ
お
も
ひ
】
を
丸
囲
み

P70
上
L-4　
【
東
の
受
領
を
し
て
ゐ
た
女
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
受
領
の
女
】

の
書
入

P70
下
L3　
【「
桂
の
如
き
君
」】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄
外
右
余
白
へ
線
を
引
き
、【
伊

セ
物
語
七
三
段
】
の
書
入

P70
下
L-9　
【
と
ま
れ
こ
ん
な
〜
あ
な
た
に
疲
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ふ
】

に
ラ
イ
ン

P70
下
L-4　
【
わ
た
く
し
が
あ
な
た
を
離
れ
て
〜
ど
う
い
ふ
意
味
を
も
つ
か
考
へ
て
ほ
し

い
。】
に
ラ
イ
ン

【
三
通
目
】

P71
上
L-8　

冒
頭
部
の
「
わ
た
く
し
の
健
氣
に
よ
そ
ほ
う
た
陽
氣
な
文
に
」
の
右
上
肩
に 

【（
女
―
男
）】
の
書
入

P71
下
L10　
【
夏
萩
】を
丸
囲
み
、
欄
外
下
部
余
白
に【
夏
萩
】の
書
入（
↓
P73
下
L8
も
同
様
）

P71
下
L-8　
【
橘
の
香
が
】
に
ラ
イ
ン

P72
上
L12　
【
あ
の
車
の
ぬ
し
は
あ
な
た
で
は
あ
る
ま
い
か
】
に
ラ
イ
ン

P72
上
L-5　
【
少
将
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
少
将
】
の
書
入

P72
上
L-3　
【
夏
む
し
】
を
丸
囲
み

P72
下
L3　
【
少
将
】
を
丸
囲
み

P72
下
L8　
【
本
當
の
こ
と
を
ま
を
し
ま
す
と
〜
た
ち
こ
め
て
ゐ
る
の
を
お
ぼ
え
る
ば
か
り
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P79
上
L-2　
【
少
将
】
を
丸
囲
み
（
↓
P80
上
L2
、
P80
上
L7
、
P80
下
L2
、
P81
上
L6
、
P82
上
L6
も

同
様
）

P79
下
L12　
【
わ
た
く
し
は
い
ま
だ
に
〜
み
る
と
も
な
し
に
な
が
め
や
り
な
が
ら
】
に
ラ
イ
ン

P79
下
L-5　
【
伊
勢
も
の
が
た
り
】
を
丸
囲
み

P79
下
L-4　
【
大
淀
の
松
は
つ
ら
く
も
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
て
の
み
も
か
へ
る
波
か
な
】
に

ラ
イ
ン
、
そ
こ
か
ら
欄
外
左
余
白
へ
線
を
引
き
、【
七
十
二
段
】
の
書
入

P80
上
L7　
【
あ
な
た
】
を
丸
囲
み
（
↓
P80
下
L-5
、
P81
下
L2
も
同
様
）

P80
上
L8　
【
う
た
が
ひ
が
兆
す
】
に
ラ
イ
ン

P80
上
L10　
【
雨
の
音
に
氣
を
と
ら
れ
て
ゐ
る
が
に
よ
そ
ほ
ひ
な
が
ら
】
に
ラ
イ
ン

P80
上
L-8　
【
と
ど
ろ
く
雨
】
に
ラ
イ
ン

P81
上
L6　
【
あ
な
た
は
ほ
ん
た
う
に
少
将
を
戀
う
て
ゐ
る
の
か
】
に
ラ
イ
ン

P81
上
L8　
【
は
い
、
お
慕
ひ
い
た
し
て
を
り
ま
す
】
に
ラ
イ
ン

P81
上
L13　
【
耳
に
と
ど
く
雨
の
ひ
び
き
】
に
ラ
イ
ン

P81
上
L6　
【
わ
た
し
は
な
ん
だ
か
今
は
じ
め
て
〜
ほ
ん
た
う
に
戀
ひ
は
じ
め
る
こ
と
が
で

き
た
氣
持
が
す
る
】
に
ラ
イ
ン

P81
下
L5　
【
い
ま
ま
で
氣
附
か
ず
に
ゐ
た
雨
の
音
】
に
ラ
イ
ン

P81
下
L-7　
【
渝
ら
ぬ
雨
の
と
ど
ろ
き
】
に
ラ
イ
ン

P82
上
L7　
【
人
目
も
草
も
か
れ
は
て
た
わ
た
く
し
の
蓬
の
宿
】
を
丸
囲
み
、
そ
こ
か
ら
欄

外
右
余
白
へ
線
を
引
き
【
古
今
冬
315
】
の
書
入

P82
下
L1　
【
菊
】
を
丸
囲
み

P82
下
L4　
【
黄
菊
】
を
丸
囲
み

P82
下
L7　
【
も
ろ
び
と
の
欣
求
す
る
浄
土
の
あ
り
さ
ま
を
】
を
ラ
イ
ン
、﹇　

﹈
で
囲
む

P82
下
L10　
【
瑠
■瑙
の
池
】
の
網
掛
け
部
分
か
ら
欄
外
右
余
白
へ
線
を
引
き
【
璃
】
の
書
入

P75
下
L-4　
【
夏
萩
】
を
丸
囲
み

【
五
通
目
】

P75
下
L-1　

冒
頭
部
の
「
君
の
ね
ん
ご
ろ
な
文
を
」
の
右
上
肩
に
【（
男
―
少
将
）】
の
書
入
、

【
あ
れ
】
を
丸
囲
み
（
↓
P76
上
L2
、
P76
上
L-8
も
同
様
）

P76
上
L5　
【
受
領
の
女
】
を
丸
囲
み

P76
上
L9　
【
夏
萩
】
を
丸
囲
み
（
↓
P76
上
L10
、
P76
上
L-8
も
同
様
）

P76
上
L12　
【
け
ふ
も
空
の
ひ
と
す
み
で
〜
わ
た
く
し
を
誘
う
て
ゆ
く
な
に
も
の
も
な
い
か

の
や
う
に
】
に
ラ
イ
ン

P76
上
L13　
【
鳴
神
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
雷
（
丸
囲
み
）】
の
書
入
、「
あ
ふ

こ
と
■の
く
も
■の
は
る
か
に
」
の
網
掛
け
部
分
か
ら
欄
外
余
白
へ
線
を
引
き
、

そ
れ
ぞ
れ
【
は
】、【
ゐ
】
と
書
入
（
修
正
）、
ま
た
欄
外
右
余
白
に
【
古
今
恋

一
482
】
と
書
入

P76
上
L-6　
【
あ
さ
ん
づ
の
〜
さ
公
達
や
】
ま
で
上
部
へ
丸
括
弧

【
六
通
目
】

P77
上
L11　

冒
頭
部
の
「
ず
ゐ
ぶ
ん
と
久
し
く
」
の
右
上
肩
に
【（
男
―
女
）】
の
書
入

P77
下
L4　
【
色
こ
く
咲
き
た
る
】
を
丸
囲
み

【
七
通
目
】

P79
上
L1　

冒
頭
部
の
「
お
お
、あ
の
夜
の
こ
と
で
」
の
右
上
肩
に
【（
女
―
男
）】
の
書
入
、

【
お
お
、
あ
の
夜
の
こ
と
で
〜
お
そ
ろ
し
さ
う
に
顔
を
伏
せ
て
を
り
ま
す
。】

に
ラ
イ
ン
、【
あ
の
夜
】
を
丸
囲
み
（
↓
P79
下
L11
も
同
様
）

P79
上
L2　
【
遠
雷
】
を
丸
囲
み
、
欄
外
上
部
余
白
に
【
雷
（
丸
囲
み
）】
の
書
入

P79
上
L10　
【
夏
萩
】
を
丸
囲
み
（
↓
P79
下
L3
、
P80
上
L9
、
P80
下
L11
、
P81
下
L2
、
P82
上
L8
、

P82
上
L-3
も
同
様
）
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⑧
（
巻
11 

482
） 

逢
ふ
こ
と
は
雲
居
は
る
か
に
な
る
神
の
を
と
に
き
ゝ
つ
つ
恋
ひ
わ

た
る
哉

①
（
巻
11 

488
） 

わ
が
恋
は
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ら
し
思
や
れ
ど
も
行
か
た
も
な
し

②
（
巻
11 

544
） 

夏
虫
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
す
事
も
ひ
と
つ
思
ひ
に
因
り
て
な
り

け
り

⑥
（
巻
11 

561
） 

夜
ゐ
の
間
も
は
か
な
く
見
ゆ
る
夏
虫
に
ま
ど
ひ
ま
さ
れ
る
恋
も
す

る
哉

⑦
（
巻
11 

600
） 

夏
虫
を
何
か
言
ひ
剣
心
か
ら
我
も
思
ひ
に
も
え
ぬ
べ
ら
也

※
④
の
「
古
今
和
歌
集
」
139
番
歌
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ン
の
み
で
巻
数
や
歌
番
号
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
２
）「
伊
勢
物
語＊
８

」

③
（
第
73
段
） 

む
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
り
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
い
ふ
べ
く
も

あ
ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
。

目
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き
君
に
ぞ

あ
り
け
る

三
島
は
、
④
⑨
を
除
き
、
和
歌
を
引
く
際
に
、「『
む
な
し
き
そ
ら
に
み
ち
る
』の
は『
わ

が
こ
ひ
』
と
も
疑
は
れ
て
」
の
よ
う
に
、
歌
の
一
部
を
「
」
で
強
調
す
る
よ
う
に
表
示

し
て
い
る
。
和
歌
で
は
な
い
が
、「
枕
草
子
」
第
三
七
段
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
も
同
様

で
、「
色
こ
く
咲
き
た
る
」
と
「
」
で
示
さ
れ
て
お
り
、
引
用
し
た
こ
と
が
分
か
り
や
す

く
な
っ
て
い
る
。
出
典
元
は
、「
古
今
和
歌
集
」
巻
一
一
（
恋
歌
）
か
ら
の
も
の
が
圧
倒

的
に
多
い
。

巻
名
と
歌
番
号
の
み
の
書
入
か
ら
、
清
水
が
こ
の
「
み
の
も
の
月
」
を
ど
の
よ
う
に

（
修
正
）

P82
下
L-1　
【
み
の
も
の
月
】
を
丸
囲
み

３
．「
み
の
も
の
月
」
書
入
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

「
み
の
も
の
月
」
は
、〈
女
〉
と
〈
男
〉
の
七
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
書
簡

体
小
説
で
あ
る
が
、
清
水
は
七
通
す
べ
て
の
冒
頭
に
（
女
―
男
）
の
よ
う
な
形
で
差
出

人
と
受
取
人
を
書
入
し
て
い
る
。ま
た
、そ
の
他
の
書
入
は
、
作
中
に
登
場
す
る
人
物
名
、

な
ら
び
に「
古
今
和
歌
集
」、「
伊
勢
物
語
」等
か
ら
の
引
歌
の
出
典
を
記
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
先
に
少
し
述
べ
た
が
、
こ
れ
ま
で
「
み
の
も
の
月
」
に
影
響
を
与
え
た
古
典

作
品
と
し
て
は
、「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
と
そ
の
原
典
の
「
蜻
蛉
日
記
」
の
ほ
か
、「
和
泉

式
部
日
記
」、
謡
曲
「
羅
生
門
」
等
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
和
歌
関
係
に
つ
い
て

は
、
小
埜
氏
が
「『
古
今
和
歌
集
』『
催
馬
楽
』
等
か
ら
の
引
用
も
見
ら
れ
る＊

６

」
と
わ
ず

か
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
内
実
ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

清
水
が
指
摘
す
る
、「
み
の
も
の
月
」
に
お
け
る
引
歌
は
以
下
の
九
首
で
あ
る
（
催
馬

楽
「
浅
水
」、「
伊
勢
物
語
」
第
七
二
段
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
歌
が
全
文
引
用
さ
れ
、

作
品
名
な
ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
上
に
振
っ

て
い
る
番
号
は
、
作
中
に
登
場
す
る
順
を
示
す
）。

（
１
）「
古
今
和
歌
集＊

７

」

④
（
巻
３ 

139
） 

さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

⑨
（
巻
６ 

315
） 

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
枯
れ
ぬ
と
思
へ
ば

⑤
（
巻
11 

470
） 

を
と
に
の
み
き
く
の
し
ら
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
け

ぬ
べ
し
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鶯
も
、
蛙
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
名
が
、（
中
略
）
あ
る
べ
き
場
所
に
置
か
れ
た
。（
中
略
）

事
物
は
事
物
の
秩
序
の
な
か
に
整
然
と
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、『
あ
め
つ
ち

を
う
ご
か
』
す
能
力
を
得
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る12

＊

」、「
古
今
集
の
世
界
は
、
わ
れ

わ
れ
が
い
は
ゆ
る『
現
実
』に
接
触
し
な
い
や
う
に
注
意
ぶ
か
く
構
成
さ
れ
た
世
界
」、「
一

定
の
効
果
へ
の
集
中
度
に
よ
つ
て
、
混
沌
が
整
理
さ
れ
、
整
頓
さ
れ
た
自
然
は
は
じ
め

て
人
間
的
な
も
の
に
な
る
（
中
略
）
こ
の
秩
序
の
観
念
こ
そ
、『
み
や
び
』
の
本
質13

＊

」
と

い
っ
た
古
今
理
解
は
相
通
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
島
の
古
今
観
が
全
て
蓮
田

に
負
う
も
の
な
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
清
水
は
、『
文
藝
文
化
』
に
「
古
今
集
の
花
の
歌14

＊

」
と
題
す
る
論
考
を
寄
せ
て

い
る
。
こ
の
中
で
紀
友
則
の
「
久
方
の
光
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち

る
ら
む
」
と
い
う
歌
を
挙
げ
、「
こ
の
『
花
』
は
客
観
の
、
お
そ
ら
く
庭
前
の
『
花
』
に

し
て
同
時
に
純
粹
客
觀
の
『
花
』
で
は
な
い
」、「
こ
の
『
花
』
は
『
梅
の
花
』
で
も
『
櫻
』

の
花
で
も
い
ゝ
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
特
殊
相
を
捨
像
し
た
、
何
か
か
う
至
高
至
美
の

或
る
も
の
が
こ
こ
で
『
花
』
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
の
だ
」、「
事
実
は
『
梅
の
花
』
と
も
『
櫻

の
花
』
と
も
推
定
の
つ
く
も
の
が
、
單
に
『
花
』
と
し
て
の
み
詠
ま
れ
て
ゐ
る
歌
が
、『
櫻

の
花
』
の
歌
四
十
一
首
に
す
ぐ
續
け
て
三
十
首
入
つ
て
ゐ
る
の
も
、
も
と

く
『
花
』

を、
描
く
の
で
な
く
、『
花
』
と、
歌
ふ
と
い
ふ
、
當
代
歌
人
の
獨
自
の
ポ
ー
ズ
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
胸
に
鬱
結
し
た
思
ひ
を
『
花
』
に
托
す
と
い
ふ
當
代
詩
人
共
通
の
ポ
ー

ズ
は
、
あ
ら
ゆ
る
美
し
き
も
の
へ
の
絶
對
随
順
の
精
神
な
し
に
は
か
な
ふ
も
の
で
な
い
」

と
い
っ
た
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
三
島
は
、「
日
本
文
学
小
史
」
の
中
で
、「
古
今

和
歌
集
」
に
お
い
て
、「
花
は
、
あ
の
花
で
も
こ
の
花
で
も
な
く
、
妙
な
言
ひ
方
だ
が
極

度
に
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
花
」
な
の
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
「
詩
的
王
国
の
花
」
は
、「
か

す
か
な
金
属
的
な
抽
象
性
さ
へ
帯
び
て
見
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
決
し
て
人
工
的
な
造

解
釈
し
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
み
の
も

の
月
」
は
、
数
多
く
の
引
歌
に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
物
語
で
あ
る
、
と
清
水
が
認
識
し
て

い
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
多
く
の
歌
が
引
か
れ
た
「
古
今
和
歌
集
」
は
、
清
水
に
と
っ
て
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
。
戦
中
に
書
か
れ
た
日
記＊

９

に
は「
新
春
を
期
し
、
大
物
に
ぶ
つ
か
っ

て
ゆ
か
う
。
古
今
集
に
か
ヽ
ら
う
。
こ
れ
は
僕
の
学
生
時
代
か
ら
の
対
象
だ
」（
昭
和

一
四
年
一
月
四
日
）
と
あ
る
。

４
．
三
島
と
「
古
今
和
歌
集
」
を
結
ぶ
も
の

で
は
、
三
島
は
「
古
今
和
歌
集
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
松
本

健
は
、
三
島
の
古
今
観
が
蓮
田
の
そ
れ
に
多
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘10

＊

し
て

い
る
。「
戦
争
中
は
『
ま
す
ら
を
ぶ
り
』
が
盛
ん
に
言
ひ
た
て
ら
れ
、『
た
を
や
め
ぶ
り
』

の
古
今
集
は
退
け
ら
れ
、
蔑
視
さ
れ
さ
へ
し
た
が
、
蓮
田
は
、
さ
う
し
た
時
代
に
抗
し

て
古
今
集
を
情
熱
的
に
賞
揚
し
て
止
ま
な
か
っ
た
」、
そ
れ
は
蓮
田
に
と
っ
て
古
今
集
が

「
今
日
に
生
き
る
自
分
の
切
実
な
問
題
意
識
に
応
へ
る
も
の
と
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
あ
っ
た
か
ら
だ
と

松
本
は
言
う
。
確
か
に
蓮
田
が
「
詩
と
詩
評11

＊

」
で
述
べ
た
「
古
今
和
歌
集
に
は
、
素
質

的
な
も
の
よ
り
も
詩
歌
世
界
的
な
も
の
、
そ
の
世
界
を
『
し
る
』
と
い
ふ
姿
が
著
し
い

の
で
あ
る
」、「
素
材
に
直
情
し
、
素
質
の
ひ
た
ぶ
る
な
進
み
に
よ
つ
て
文
學
が
噴
き
出

る
の
で
な
く
て
、
別
に
歌
の
世
界
、
文
學
の
天
國
が
觸
知
さ
れ
、
こ
れ
を
『
し
る
』
所

に
歌
が
噴
涌
し
て
ゐ
る
」、「
自
然
が
あ
る
以
前
に
自
然
の
あ
る
べ
き
或
る
秩
序
が
豫
想

的
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
」、「
自
然
か
ら
、
、
抽
象
さ
れ
た
や
う
に
見
え
る
が
、
實
は
自
然
に
藝

術
的
秩
序
を
命
課
す
る
絶
對
世
界
」
と
い
っ
た
古
今
観
と
、
三
島
の
、
古
今
集
の
編
纂

は
「
詩
の
、
精
神
の
、
知
的
黄
土
の
領
域
の
確
定
」
で
あ
り
、「
地
名
も
、
名
も
、
花
も
、
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「
花
ざ
か
り
の
森
」
掲
載
が
縁
と
な
っ
て
、『
文
藝
文
化
』
同
人
の
会
合
に
も
顔

を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
古
今
和
歌
集
輪
読
会
が
、
同
人
の
蓮
田
善

明
・
池
田
勉
・
栗
山
理
一
、
私
の
ほ
か
、
松
尾
聰
・
本
位
田
重
美
の
諸
氏
も
加
わ

っ
て
、
月
々
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
も
三
島
君
は
ほ
と
ん
ど
毎
回
出
席

し
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。（
中
略
）
そ
の
こ
ろ
は
、
実
作
・
理
論
と
も
に
、
い
わ
ゆ

る
万
葉
派
全
盛
時
代
で
、
古
今
集
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
う
い

う
時
潮
に
抵
抗
す
る
気
持
を
、
わ
れ
わ
れ
は
期
せ
ず
し
て
持
ち
合
っ
て
い
た
。

（
中
略
）
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
写
生
論
の
用
語
で
は
、
到
底
捉

え
ら
れ
そ
う
に
な
い
古
今
集
の
本
質
を
遠
巻
き
に
し
て
、
も
ど
か
し
く
口
ご
も
り

な
が
ら
議
論
を
交
わ
し
た
こ
と
を
、
今
も
思
い
返
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
議
論
の

輪
の
中
で
、
終
始
目
を
輝
か
し
な
が
ら
、
一
人
一
人
の
発
言
に
聴
き
入
っ
て
い
た

三
島
少
年
の
顔
も
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
く
る
。

三
島
は
後
年
、
自
身
と
「
古
今
和
歌
集
」
と
関
わ
り
に
つ
い
て
、「
行
動
の
時
代
の
只

中
に
ゐ
て
文
学
に
携
は
ら
う
と
す
る
少
年
が
、『
言
葉
』
と
は
何
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
考

へ
る
と
き
に
は
、
ま
づ
言
葉
の
明
証
と
し
て
立
ち
現
は
れ
た
」、「
今
、
私
は
、
自
分
の

帰
つ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
は
古
今
集
し
か
な
い
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
る
。
そ
の
『
み
や
び
』

の
裡
に
、
文
学
固
有
の
も
つ
と
も
無
力
な
も
の
を
要
素
と
し
た
力
が
あ
り
、
私
が
言
葉

を
信
じ
る
と
は
、
ふ
た
た
び
古
今
集
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
り
、『
力
も
入
れ
ず
し
て
天
地

を
動
か
し
』、
以
て
詩
的
な
神
風
の
到
来
を
信
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
ら
う17

＊

」
と
述
べ
て
い

る
。
習
作
期
に
お
い
て
蓮
田
、
清
水
を
は
じ
め
と
す
る
『
文
藝
文
化
』
同
人
た
ち
と
の

関
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
、
三
島
は「
古
今
和
歌
集
」と
深
く
向
き
合
っ
た
。
そ
の
経
験
が
、

彼
の
文
学
観
の
礎
を
築
い
て
い
っ
た
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

花
な
の
で
は
な
く
、
あ
ら
は
な
『
真
実
』
の
花
な
の
で
あ
る
」、「
花
の
イ
メ
ー
ジ
は
約

束
事
と
し
て
厳
密
に
固
定
」
さ
れ
る
こ
と
で
、「
独
創
性
は
禁
止
さ
れ
」、
こ
れ
に
よ
っ

て
歌
人
は
「
安
心
し
て
花
を
め
ぐ
る
自
分
の
感
懐
を
歌
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
、ま
た
、「
古

今
集
と
新
古
今
集
」
で
は
、「
古
今
集
の
『
み
や
び
』
が
何
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
、（
中
略
）

す
は
な
ち
、
こ
の
世
の
も
つ
と
も
非
力
で
優
雅
で
美
し
い
も
の
の
力
と
い
う
点
に
す
べ

て
が
集
中
」
と
述
べ
て
お
り
、
両
者
の
考
え
に
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

三
島
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
蓮
田
と
清
水
だ
け
で
は
な
い
。『
文
藝
文
化
』
に
は
、

清
水
、
蓮
田
を
は
じ
め
、
保
田
與
重
郎
、
本
位
田
重
美
、
中
河
與
一
、
岡
野
直
七
郎
、

西
下
經
一
、
山
岸
外
史
ら
が
「
古
今
和
歌
集
」
に
関
す
る
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
、

「
み
の
も
の
月
」
に
二
首
ほ
ど
取
ら
れ
て
い
る
「
伊
勢
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
清
水
、
蓮

田
、
池
田
勉
、
遠
藤
嘉
基
ら
が
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
古
典
は
、
同
人
に
お
け
る
共

通
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た15

＊

こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
文
藝
文
化
』
の
同
人
た
ち
は
「
古
今

和
歌
集
」
の
輪
読
会
を
行
っ
て
い
た
。
先
に
挙
げ
た
清
水
の
日
記
に
は
「
明
日
松
尾
君

の
所
で
、
古
今
集
の
輪
講
あ
る
筈
な
り
し
が
、（
以
下
略
）」（
昭
和
一
五
年
一
月
一
〇
日
）、

「
古
今
集
ノ
会
ノ
拡
張
（『
文
学
』
へ
ニ
ュ
ー
ス
ト
シ
テ
出
ス
）」（
昭
和
一
六
年
二
月

一
七
日
）、「
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
机
の
上
に
一
升
壜
が
お
い
て
あ
っ
た
。（
中
略
）

午
前
中
に
平
岡
公
威
君
が
も
っ
て
き
て
く
れ
た
と
の
こ
と
。（
中
略
）
一
週
間
の
予
定
で

舞
鶴
海
軍
機
関
学
校
に
軍
隊
生
活
に
出
発
す
る
の
で
、
今
夜
の
古
今
集
の
会
に
出
席
で

き
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
断
り
か
た
D 

C
来
た
の
だ
と
い
ふ
。
手
紙
が
添
へ
て
あ
る
。
公

威
君
か
ら
で
あ
る
」（
昭
和
一
九
年
七
月
一
日
）、「（
前
略
）
林
富
士
馬
、
平
岡
公
威
両

君
が
き
て
ま
っ
て
ゐ
る
。
古
今
集
の
会
が
あ
る
つ
も
り
で
き
た
と
い
ふ
」（
昭
和
一
九
年

七
月
二
九
日
）
等
々
、
こ
の
会
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
清
水
は
後
年
、
こ
の

会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐16

＊

し
て
い
た
。
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ろ
う
と
す
る
け
れ
ど
そ
の
思
い
の
行
く
方
向
も
な
い
の
で
す
〉
と
い
う
、
や
る
せ
な
い

一
方
通
行
の
恋
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
、
手
紙
末
尾
に
配
す
こ
と
で
、「
ど
う
ぞ

お
心
を
昔
に
か
へ
し
て
下
さ
い
ま
し
。
ど
う
ぞ
再
び
わ
た
く
し
に
會
ふ
と
仰
言
つ
て
下

さ
い
ま
し
。
御
戻
り
下
さ
い
ま
し
。
後
生
。
お
戻
り
下
さ
い
ま
し
。
去
つ
て
は
下
さ
い

ま
す
な
。
ど
う
ぞ
も
う
い
ち
ど
、
い
ち
ど
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
、
冒
頭
の
、

い
さ
さ
か
狂
気
じ
み
た
女
の
感
情
が
少
し
落
ち
着
き
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
こ
と
が
分
か

る
。
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
懇
願
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
女
の
激
情
的
な
恋
心
が
、

苦
し
み
の
果
て
に
深
い
嘆
き
と
諦
念
へ
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
展
開
を
自
然
に
導
く
仕

掛
け
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
通
目
の
手
紙
に
は
「
夏
虫
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
。
544
番
も
詠
み
人
知
ら
ず
で
、

〈
夏
の
虫
が
そ
の
身
を
焼
く
の
も
、
自
分
が
身
を
焦
が
す
の
も
、
同
じ 

『
思
ひ
』
が
原
因

な
の
だ
〉
と
い
う
歌
で
あ
る
。「
夏
虫
」
と
は
夏
に
出
て
来
る
虫
、
こ
と
に
火
に
寄
っ
て

く
る
虫
を
指
す
。
ま
た
蛍
の
異
名
で
も
あ
る
。「
こ
ひ
」「
お
も
ひ
」
と
「
ひ
（
火
）」
を

掛
け
て
、
恋
の
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
、
清
水
の
書
入
で
も
、「
古
今
和
歌
集
」
の

歌
三
首
（
544
番
歌
、
561
番
歌
、
600
番
歌
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
の
中
で
男
は
、

友
人
で
あ
る
少
将
か
ら
「
夏
虫
」
の
よ
う
だ
と
揶
揄
わ
れ
た
こ
と
を
女
に
書
き
送
っ
て

い
る
が
、
488
番
歌
が
、
女
の
心
情
の
変
化
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

三
首
は
、
自
ら
火
に
身
を
投
じ
る
「
夏
虫
」
の
ご
と
く
、
恋
の
「
思
ひ
」
に
焼
か
れ
、

や
が
て
は
「
彼
岸
の
旅
」
に
向
か
っ
て
い
く
男
の
末
路
を
、
物
語
序
盤
に
て
暗
示
し
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
夏
虫
」
は
、
六
通
目
の
手
紙
に
お
い
て
少

将
が
女
に
書
き
送
っ
た
「　

」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。「
夜
の
間
に
は
か

な
く
な
つ
た
」
と
思
し
き
「
螢
」
は
、「
螢
火
の
な
ご
り
も
な
い
ひ
か
ら
び
た
骸
」
と
な

り
果
て「
色
の
褪
め
た
藤
」の
花
房
の
先
に
す
が
り
つ
い
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
少
将
は
、

５
．「
み
の
も
の
月
」
に
お
け
る
和
歌
の
効
果

こ
こ
ま
で
「
み
の
も
の
月
」
に
「
古
今
和
歌
集
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
和
歌
が

引
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
文
藝
文
化
』
同
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
古
今
和
歌
集
」

に
触
れ
た
こ
と
が
、
三
島
の
創
作
活
動
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
見
て
き

た
。
次
に
、
三
島
は
「
古
今
和
歌
集
」
を
は
じ
め
と
す
る
歌
を
、
自
身
の
創
作
に
ど
の

よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

西
沢
正
史
氏18

＊

は
、「
文
学
作
品
に
お
け
る
引
歌
は
、
物
語
や
日
記
の
作
者
が
、
作
中
人

物
お
よ
び
読
者
の
、
引
用
さ
れ
た
和
歌
を
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
共
通
的
認
識
・
共
感

的
感
動
を
前
提
と
し
て
な
し
う
る
修
辞
法
」
で
あ
り
、「
作
者
・
作
中
人
物
・
読
者
の
共

通
的
・
共
感
的
な
磁
場
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
歌
は
、
作
品
世
界
に
微
妙

な
余
情
的
広
が
り
を
与
え
、
重
層
的
・
立
体
的
な
陰
影
を
も
た
ら
」
す
と
指
摘
し
て
い

る
。「
み
の
も
の
月
」
に
お
い
て
、
女
か
ら
男
へ
、
あ
る
い
は
男
か
ら
女
へ
、
ま
た
男
か

ら
少
将
へ
と
宛
て
た
文
に
、
数
多
く
の
和
歌
が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
よ
り
、
ま

ず
は
作
者
た
る
三
島
の
古
典
素
養
が
裏
付
け
ら
れ
、
同
時
に
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
た

る
三
者
の
持
つ
教
養
の
ほ
ど
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
受
け
取
り
手
で
あ
る
読
者
に
は
、

作
者
や
登
場
人
物
の
も
つ
教
養
と
同
等
の
レ
ベ
ル
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
和
歌
の

一
部
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「　

」
で
強
調
す
る
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
文
藝
文
化
』

同
人
は
別
と
し
て
、
さ
ほ
ど
「
古
今
和
歌
集
」
に
馴
染
み
の
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）

一
般
読
者
に
対
す
る
配
慮
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
具
体
的
に
、
こ
の
引
か

れ
た
和
歌
は
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
通
目
の
手
紙
に
引
か
れ
た488

番
歌
は
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に

は
、〈
私
の
恋
い
慕
う
思
い
が
ど
う
も
虚
空
に
充
満
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
思
い
を
遣
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い
て
、
他
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
の
ち
に
男
は
宇
佐
八
幡
宮
へ
使
い
と
し
て
赴
く

が
、
そ
こ
で
元
妻
が
、
今
は
あ
る
国
の
接
待
役
の
妻
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

男
は
、
こ
の
元
妻
に
酌
を
命
じ
、
そ
の
場
で
「
花
橘
」
の
歌
を
詠
む
。
こ
の
歌
を
聞
い

た
女
は
山
に
入
り
、
尼
に
な
っ
た
。〉
と
い
う
内
容
の
話
で
あ
る
。
妻
、
男
（
＝
昔
）、

祇
承
の
官
人
（
＝
今
）
と
い
う
三
角
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、「
橘
の
香
」
は
、
女
に
過
ぎ

去
っ
た
昔
（
＝
男
）
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
一
方
「
み
の
も

の
月
」
で
は
、〈
祭
り
の
日
、
家
で
う
ち
臥
せ
て
い
た
女
は
、
ふ
と
橘
の
香
が
流
れ
て
く

る
の
に
気
づ
く
。
そ
の
後
、
門
前
を
通
る
車
の
音
を
聞
い
た
女
に
、
こ
れ
は
男
の
車
の

音
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
第
六
感
が
働
く
。
他
方
男
は
、
受
領
の
女
に
せ
が
ま
れ
祭

り
に
行
っ
た
帰
り
、
望
ま
ず
な
が
ら
女
の
家
の
門
の
前
の
道
を
通
る
こ
と
に
な
る
。
女

の
家
に
近
づ
く
な
か
で
、
男
は
強
い
橘
の
香
を
嗅
い
だ
。
思
わ
ず
は
っ
と
う
ち
伏
す
男

の
傍
ら
で
受
領
の
女
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。〉
と

い
う
、
男
、
女
（
＝
昔
）、
受
領
の
女
（
＝
今
）
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
の
中
で
「
橘
の
香
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
橘
の
香
」
と
、
そ
れ
に
続
い
て
聞
こ
え
た
車
の
音
に
よ
っ
て
女

が
、「
わ
が
戀
を
ふ
り
か
へ
つ
て
わ
ず
ら
は
し
く
思
ひ
を
め
ぐ
ら
」
せ
る
と
い
う
点
で
は

「
伊
勢
物
語
」
と
似
通
っ
て
い
る
が
、
同
じ
香
り
を
男
も
嗅
ぎ
、
こ
れ
ま
で
に
女
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
激
し
い
恋
情
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
と
て
も
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
は
、
三
島
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
ろ
う
。
女
と
男
は
、
邸
の
中
と
、

門
の
外
と
、
互
い
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
す
れ
違
っ
た
。
し
か
し
そ
の
す
れ
違
い

ざ
ま
に
香
っ
た
「
橘
」
の
匂
い
に
よ
っ
て
、
二
人
の
思
い
は
一
瞬
交
錯
し
、
し
か
し
や

が
て
ま
た
、
別
々
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
引
歌
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な

く
、
さ
ら
に
ひ
ね
り
を
加
え
る
こ
と
で
、
物
語
に
「
重
層
的
・
立
体
的
な
陰
影
」
を
つ

け
よ
う
と
す
る
三
島
の
工
夫
が
冴
え
わ
た
っ
て
い
る
箇
所
と
言
え
る
。

「
な
に
か
し
ら
世
の
果
て
に
立
つ
て
ゐ
る
や
う
な
さ
び
し
さ
」
を
覚
え
、
涙
を
流
す
。
こ

こ
で
の
「
螢
」
は
、
先
に
描
出
さ
れ
た
「
夏
虫
」
同
様
、
や
が
て
男
が
至
る
と
こ
ろ
を

表
象
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
少
将
は
、「
藤
」
は
「『
色
こ
く
咲
き
た
る
』
こ
そ
い
と
め
で
た
か
ら
う
も

の
を
、
こ
れ
は
も
の
哀
し
い
ほ
ど
に
色
の
褪
め
た
藤
」
で
あ
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
綴
っ
て

い
る
。
こ
の
「
色
こ
く
咲
き
た
る
」
と
い
う
表
現
に
、
清
水
は
丸
囲
み
を
し
て
い
る
。

作
品
名
や
段
数
の
書
入
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
枕
草
子
」
第
三
七
段19
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の
「
木
の
花
は

こ
き
も
う
す
き
も
紅
梅
。
桜
は
花
び
ら
お
ほ
き
に
葉
の
色
こ
き
が
枝
ほ
そ
く
て
咲
た
る
。

藤
の
花
は
、
し
な
ひ
な
が
く
色
こ
く
咲
き
た
る
い
と
め
で
た
し
」〈
木
の
花
は
色
の
濃
い

の
も
薄
い
の
も
紅
梅
が
良
い
。
桜
は
花
び
ら
が
大
き
く
葉
の
色
が
濃
い
の
が
良
い
。
枝

は
細
く
て
咲
い
て
い
る
の
が
良
い
。
藤
の
花
は
し
な
や
か
に
垂
れ
下
が
っ
た
花
房
が
長

く
色
濃
く
咲
い
て
い
る
の
が
実
に
素
晴
ら
し
い
〉
を
踏
ま
え
た
箇
所
だ
と
指
摘
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
枕
草
子
」
を
引
き
、「
色
こ
く
咲
き
た
る
」
と
い
う
語
を
持
ち

出
す
こ
と
で
、「
色
醒
め
た
藤
」
そ
し
て
そ
れ
に
す
が
り
つ
く
「
螢
」
の
は
か
な
さ
哀
れ

さ
が
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。

同
じ「
枕
草
子
」三
七
段
に
は
、
藤
に
続
き
、
橘
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
「
古
今
和
歌
集
」
139
番
歌
「
さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔

の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た20

＊

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
「
伊

勢
物
語
」
第
六
〇
段
に
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
三
通
目
の
、
女
か
ら
男
へ
あ
て
た

手
紙
、
そ
し
て
四
通
目
の
、
男
か
ら
少
将
に
あ
て
た
手
紙
の
中
に
「
橘
の
香
」
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
、
清
水
は
こ
の
二
箇
所
に
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
る
（
巻
数
や
歌
番
号
な

ど
の
書
入
は
な
い
）。「
伊
勢
物
語
」
六
〇
段
は
、〈
宮
仕
え
が
忙
し
く
妻
に
十
分
な
愛
情

を
注
が
な
か
っ
た
男
が
い
た
。
妻
は
よ
り
自
分
に
愛
情
を
注
い
で
く
れ
そ
う
な
男
に
つ
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男
の
出
家
と
死
、
少
将
の
足
が
遠
の
い
た
こ
と
、
夏
萩
の
病
と
が
語
ら
れ
、315

番
歌

に
あ
る
よ
う
な
、「
人
目
も
草
も
か
れ
は
て
た
」
蓬
の
宿
と
な
り
果
て
た
家
の
庭
を
、
女

は
一
人
「
こ
の
地
上
に
あ
っ
て
苦
し
み
に
た
へ
」
な
が
ら
佇
む
と
い
う
最
終
場
面
へ
と

読
者
を
導
い
て
い
く
。
清
水
が
着
目
し
た
よ
う
に
、
女
と
男
の
別
れ
を
描
い
た
こ
の
場

面
に
お
け
る
「
雨
」
の
役
割
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
三
島
が
「
古
今
和
歌
集
」
を
は
じ
め
と
す
る
歌
を
、
自
身
の
創
作
に
ど
の
よ

う
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
き
た
。
三
島
は
、『
文
藝
文
化
』
同
人
と
の
交
わ

り
の
中
で
、
す
っ
か
り
血
肉
と
し
た
「
古
今
和
歌
集
」、「
伊
勢
物
語
」
な
ど
の
和
歌
を
、

「
み
の
も
の
月
」
の
中
に
引
く
こ
と
で
、
教
養
と
知
性
に
満
ち
た
登
場
人
物
を
造
型
し
、

王
朝
人
の
、「
待
つ
」
＝
「
耐
え
る
」
苦
し
み
と
悲
し
み
を
「
重
層
的
・
立
体
的
」
に
描

出
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
和
歌
か
ら
和
歌
へ
と
連
想
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

６
．
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
「
み
の
も
の
月
」
に
お
け
る
書
入
を
元
に
、
清
水
が
こ
の
作
品
を
「
古
今

和
歌
集
」
を
中
心
と
す
る
和
歌
に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
物
語
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
、

三
島
の
古
今
観
を
形
づ
く
っ
た
の
は
蓮
田
、
清
水
を
始
め
と
す
る
『
文
藝
文
化
』
同
人

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
、「
古
今
和
歌
集
」、「
伊
勢
物
語
」
と
い
っ
た
引

歌
が
「
み
の
も
の
月
」
の
物
語
世
界
に
「
余
情
的
広
が
り
を
与
え
、
重
層
的
・
立
体
的

な
陰
影
を
も
た
ら
」
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
三
島
文
学
と
日
本
古
典
文
学
作
品
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
、
ご
く
一
部
の

作
品
で
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
の
み
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
三
島
が
古
典
か
ら
得

た
文
学
観
に
着
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
。「
古
今
和
歌
集
」
に
つ
い
て
も

続
い
て
五
通
目
の
手
紙
に
引
か
れ
て
い
る
の
は
482
番
歌
だ
が
、「
あ
ふ
こ
と
は
く
も
ゐ

は
る
か
に
」
と
引
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、「
あ
ふ
こ
と
の
く
も
の
は
る
か
に
」
と
な
っ
て

お
り
、
清
水
は
誤
り
を
修
正
す
る
書
入
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
初
出
誌

の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
初
刊
本
「
花
ざ
か
り
の
森
」
や
、「
三
島
由
紀
夫
十
代
作

品
集
」、「
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
」
な
ど
で
も
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
の

あ
と
に
は
、「
あ
さ
ん
づ
の
橋
の
と
ど
ろ
と
ど
ろ
と
降
り
に
し
雨
の
」
と
あ
る
催
馬
楽
「
浅

水
」
が
引
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
歌
に
詠
ま
れ
た
遠
雷
と
雨
は
、
七
通
目
の
手
紙
に
あ

る
、
男
と
女
の
別
れ
の
場
面
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
雨
の
中
で
男
と
女
の
別
れ
が
繰
り

広
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
雨
は
、
冒
頭
の
488
番
歌
に
あ
る
「
思
ひ
」
の
満
ち
た
「
む

な
し
き
空
」
と
呼
応
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
飽
和
状
態
に
な
っ
た
「
思
ひ
」
が

あ
た
か
も
涙
の
よ
う
に
、「
雨
」
と
な
っ
て
「
と
お
と
お
と
降
り
し
き
」
る
の
で
あ
る
。

清
水
は
、「
晝
の
う
ち
は
ほ
が
ら
か
に
遠
雷
な
ぞ
が
ひ
び
い
て
を
り
ま
し
た
も
の
を
、

（
中
略
）
雨
の
お
と
に
ま
じ
る
稲
妻
の
は
た
め
き
（
中
略
）
煙
つ
た
雨
足
が
も
の
の
け
し

き
を
か
き
消
ち
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
（
後
略
）」、「
わ
た
く
し
は
い
ま
だ
に
氣
の
と
ほ
く
な

る
や
う
な
ひ
び
き
を
立
て
て
降
つ
て
ゐ
る
雨
を
、
み
る
と
も
な
し
に
な
が
め
や
り
な
が

ら
」、「
雨
の
音
に
氣
を
と
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
よ
そ
ほ
ひ
な
が
ら
」、「
と
ど
ろ
く
雨
」、「
耳

に
届
く
雨
の
ひ
び
き
」、「
渝
ら
ぬ
雨
の
と
ど
ろ
き
」
と
、
二
人
の
別
れ
の
場
面
に
お
け

る
雨
の
描
写
に
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
ほ
ん
た
う
に
少
将
を
戀
う
て
ゐ
る
の
か
」
と
男
に
問
わ
れ
、「
は
い
、
お

慕
ひ
い
た
し
て
を
り
ま
す
」
と
女
が
答
え
る
場
面
で
は
、
男
も
女
も
「
耳
に
と
ど
ろ
く

雨
の
ひ
び
き
」
が
耳
に
入
っ
て
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
緊
迫
し
た
、
静
謐
な
時
間
・
空

間
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、「
こ
の
雨
の
た
め
に
目

に
し
る
く
秋
の
立
ち
そ
め
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
雨
に
よ
っ
て
次
の
季
節
が
始
ま
り
、
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こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
私
は
、
彼
を
文
学
と
人
生
の
師
と
心
に
仰
ぎ
続
け

て
き
た23

＊

」
と
清
水
は
三
島
の
死
後
、
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
潮
騒
」
を
評
し
た
文
章24
＊

に

お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
真
夏
の
死
」
の
終
り
に
も
、
女
主
人
公
の
上
に
、「
待
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
言

葉
が
何
度
か
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
小
生
に
は
迂
闊
に
読
み
す
ご
す

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
永
年
親
し
ん
で
き
た
王
朝
の
女
性
た
ち
の
、
あ
の

悲
し
み
に
隈
ど
ら
れ
た
ポ
ー
ズ
に
も
通
う
も
の
で
す
が
、「
待
つ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ

る
」
と
は
、「
自
分
の
力
を
知
っ
て
ゐ
る
」
と
別
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に

言
え
ば
、「
待
つ
」
こ
と
は
「
堪
へ
る
」
こ
と
に
す
ぐ
結
び
つ
き
ま
す
。

と
も
か
く
、
小
生
が
こ
の
数
年
来
も
ち
つ
づ
け
た
主
題
が
、
三
島
由
紀
夫
に
本

質
す
る
発
想
と
方
法
に
よ
っ
て
見
事
に
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
歓
び
で
、

胸
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ
ん
な
う
け
と
り
方
は
、
随
分
勝
手
な
理
解
だ
と
い
わ
れ

る
の
は
覚
悟
の
前
で
す
が
、
小
生
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
い
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。

清
水
は
、『
文
藝
文
化
』
に
、
堀
辰
雄
の
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
を
称
賛
す
る
文
章25

＊

を
寄

せ
て
い
る
。「
山
村
雑
記26

＊

」
に
あ
る
「
日
記
や
家
集
の
中
で
、
彼
女
た
ち
の
涙
ぐ
ま
し
さ

の
中
か
ら
ぢ
つ
と
我
々
を
見
つ
め
て
ゐ
る
や
う
な
、
そ
し
て
そ
れ
を
し
ば
し
ば
手
に
す

る
こ
と
も
あ
つ
た
學
者
た
ち
は
そ
ん
な
目
ざ
し
に
は
少
し
も
氣
づ
か
な
か
つ
た
」
と
い

う
堀
の
主
張
に
対
し
、
清
水
は
、「
國
文
學
、
、
を
研
究
す
る
國
文
學
者
に
、『
詩
人
』
の
要

素
を
缺
除
し
て
い
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
も
と
く
滑
稽
に
類
す
る
」、「
客
観
的
、

科
學
的
と
い
ふ
こ
と
を
至
上
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
古
典
作
品
の
文
獻
、
、
を
、
只
精
細
緻
密

斉
藤
菜
穂
子
氏
が
「
三
島
に
と
っ
て
の
『
古
今
集
』
は
、
彼
の
文
学
観
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
自
然
観
そ
し
て
世
界
観
に
ま
で
お
よ
ぶ
重
要
な
意
味
を
も
つ21

＊

」、
松
本
徹
氏
が
、「
最

も
原
型
的
な
自
ら
の
文
学
理
念
を
具
現
し
た
も
の
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
、
現
実
の
望
ま
し
い
社
会
・
政
治
体
制
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
行
動
と
も
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た22

＊

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
重
要
性
は
認
め

ら
れ
な
が
ら
も
、
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
と
関
連
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な

影
響
が
み
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
検
討
が
ま
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
蓮
田
に
加
え
、
清
水
や
そ
の
他
の
『
文
藝
文
化
』
同
人
と
の

関
わ
り
の
中
で
三
島
が
ど
の
よ
う
に
古
典
を
享
受
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
な
文
学
観
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
作
品
に
結

実
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
厳
密
に
掘
り
下
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
清
水
の
書
入
は
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

三
島
文
学
は
、
学
習
院
と
い
う
場
や
清
水
を
は
じ
め
と
す
る
『
文
藝
文
化
』
同
人
ら

に
よ
っ
て
、
複
合
的
に
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
は
、
導
く
も
の
、
導
か

れ
る
も
の
と
い
っ
た
一
方
通
行
の
関
係
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。「
三
島
君
が
、
そ
の
死

に
至
る
ま
で
、
私
の
心
に
灯
を
点
じ
つ
づ
け
て
く
れ
た
こ
と
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、

私
に
人
生
の
課
題
、
、
を
与
え
つ
づ
け
て
く
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
」、「（
前
略
）
荒
涼
た
る
祖

国
の
現
状
を
前
に
し
た
私
に
と
っ
て
、
三
島
由
紀
夫
の
健
在
が
、
唯
一
の
心
の
灯
と

な
っ
た
。
そ
の
灯
は
、
彼
の
死
に
い
た
る
ま
で
、
私
の
歩
む
道
を
照
ら
し
つ
づ
け
て
き

た
。
三
島
君
は
、
折
目
正
し
く
、
終
始
私
を
師
と
呼
ん
で
く
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
私

は
、
も
っ
た
い
な
く
も
、
お
お
け
な
く
も
思
っ
て
い
る
。
教
室
の
黒
板
を
背
に
す
る
か
、

前
に
す
る
か
で
、
師
弟
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
私
が
彼
の
師
と
い
う
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奥
野
健
男
氏『
三
島
由
紀
夫
伝
説
』（
平
成
５
・
２　

新
潮
社
）、
小
埜
裕
二「『
み

の
も
の
月
』
論
」（
平
成
10
・
２
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
22
』、
柳
川
朋
美
「
三

島
由
紀
夫
『
み
の
も
の
月
』
論

―
堀
辰
雄
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』『
文
藝
文
化
』

と
の
関
わ
り
か
ら
」（
平
成
14
・
12
『
同
志
社
国
文
学
57
』）

＊
６　

小
埜
氏
前
掲
書
に
同
じ
。

＊
７　

引
用
は
全
て
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
』（
平
成
元
・
２　

岩
波
書
店
）

に
拠
る
。

＊
８　

引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
17
』（
平
成
９
・
１　

岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

＊
９　

清
水
文
雄
『
清
水
文
雄
「
戦
中
日
記
」
文
学
・
教
育
・
時
局
』（
平
成
28
・
10  

笠
間
書
院
）。
同
日
記
に
は
、「
古
今
集
評
釈
（
窪
田
氏
）
を
読
む
」（
昭
和

一
四
年
一
月
六
日
）、「
古
今
集
の
恋
の
歌
よ
む
。
よ
め
ば
よ
む
ほ
ど
、
驚
く

べ
き
歌
だ
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
」（
昭
和
一
八
年
一
月
一
一
日
）
等
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。

＊
10　

松
本
健
「
奇
蹟
へ
の
回
路

―
小
林
秀
雄
、
坂
口
安
吾
、
三
島
由
紀
夫
」（
平

成
６
・
10　

勉
誠
社
）

＊
11　

蓮
田
善
明
「
詩
と
批
評
（
上
）〜（
下
）
―
古
今
和
歌
集
に
つ
い
て
―
」（
昭
和

14
・
11
〜
15
・
１
『
文
藝
文
化
17
〜
19
』）

＊
12　

三
島
由
紀
夫
「『
懐
風
藻
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
―
『
日
本
文
学
小
史
』
の
内
」

（
昭
和
45
・
６
『
群
像
』）

＊
13　

三
島
由
紀
夫
「
古
今
集
と
新
古
今
和
歌
集
」（
昭
和
42
・
３
『
国
文
学
攷
42
』）

＊
14　

清
水
文
雄
「
古
今
集
の
花
の
歌
」（
昭
和
14
・
５
『
文
藝
文
化
12
』）

＊
15　

清
水
の
『
戦
中
日
記
』（
前
掲
）
の
解
説
に
、「
古
今
集
は
、
伊
勢
物
語
と
共

に
同
人
の
共
通
の
古
典
で
あ
っ
た
の
で
、
同
人
間
で
し
ば
し
ば
究
明
の
対
象

な
分
析
の
對
象
に
曝
す
こ
と
が
滔
々
と
し
て
風
を
な
し
て
ゐ
た
國
文
學
界
に
お
い
て
は
、

も
う
久
し
い
こ
と
こ
の
『
詩
人
』
の
目、
は
蔽
は
れ
て
ゐ
」
た
と
認
め
た
上
で
、「『
詩
人
』

の
胸
に
し
か
古
典
作
品
の
精
神
は
蘇
生
つ
て
來
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
國
文
學
の
研
究

者
た
る
私
ど
も
に
あ
つ
て
も
、
絶
え
ず
省
慮
す
べ
き
事
柄
」
と
し
、
作
家
と
国
文
学
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
、
古
典
作
品
を
「
我
々
の
裡
に
生
か
す
」
必
要
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

清
水
文
雄
と
三
島
由
紀
夫
は
、
師
と
し
て
、
教
え
子
と
し
て
で
は
な
く
、
純
粋
に
国

文
学
者
と
し
て
、
作
家
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
を
自
分
な
り
の
方
法
で
追
及

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
切
磋
琢
磨
、
ま
た
相
互
に
与
え
あ
っ
た
影
響
の

中
で
、
す
ぐ
れ
た
作
品
と
業
績
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
１　

拙
稿
「
比
治
山
大
学
蔵
『
三
島
由
紀
夫
文
庫
』
調
査
報
告
」（『
比
治
山
大
学

現
代
文
化
学
部
紀
要
20
』
平
成
25
・
３
）、「
比
治
山
大
学
蔵
『
三
島
由
紀
夫

文
庫
』
調
査
報
告
（
２
）」（『
比
治
山
大
学
紀
要
21
』
平
成
26
・
３
）、「
比
治

山
大
学
蔵
『
三
島
由
紀
夫
文
庫
』
調
査
報
告
（
３
）」（『
比
治
山
大
学
紀
要

22
』
平
成
27
・
３
）

＊
２　

三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き 

『
花
ざ
か
り
の
森
』

―
」（「
三
島
由
紀
夫
作
品
集

４
」
昭
和
28
・
11　

新
潮
社
）

＊
３　

三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き 

１
」（「
三
島
由
紀
夫
短
編
全
集
１
」
昭
和
40
・
３  

講
談
社
）

＊
４　

三
島
由
紀
夫
「
自
己
改
造
の
試
み
―
重
い
文
体
と
鷗
外
へ
の
傾
倒
」（
昭
和

31
・
８
『
文
学
界
』）

＊
５　

相
原
和
邦
「
三
島
文
学
と
『
文
芸
文
化
』」（
昭
和
46
・
６
『
文
学
研
究
33
』）、



三
島
由
紀
夫
「
み
の
も
の
月
」
論

比
治
山
大
学
紀
要　

第
二
十
四
号　

二
〇
一
七

（　

）
13

276

※
「
み
の
も
の
月
」
を
除
く
三
島
の
文
章
は
全
て
、『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
に

拠
っ
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
比
治
山
大
学
蔵
「
三
島
由
紀
夫
文
庫
」、
清
水
文
雄
、「
み
の
も
の
月
」、

「
古
今
和
歌
集
」、『
文
藝
文
化
』

九　

内　

悠
水
子
（
現
代
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
日
本
語
文
化
コ
ー
ス
）

（
二
〇
一
七
年
十
月
三
十
一
日　

受
理
）

と
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。

＊
16　

清
水
文
雄
「
古
今
の
季
節

―
学
習
院
時
代
の
三
島
由
紀
夫

―
」（
昭
和

59
・
８
『
続　

河
の
音
』）

＊
17　

＊
13
に
同
じ
。

＊
18　

西
沢
正
史
「
中
世
日
記
文
学
『
と
は
ず
が
た
り
』
引
歌
考

―
『
新
日
本
古

典
文
学
大
系
』
へ
の
批
判
を
中
心
と
し
て

―
」（
平
成
12
・
12
「
駒
沢
女
子

大
学
研
究
紀
要
７
」）

＊
19　

引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
25
』（
平
成
３
・
１　

岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

＊
20
「
新
日
本
古
典
文
学
文
学
大
系
５
」（
前
掲
）
の
注
釈
に
拠
る
。

＊
21　

斉
藤
菜
穂
子
「
う
た
は
あ
ま
ね
し
」（
松
本
徹
・
佐
藤
秀
明
・
井
上
隆
史
編
「
三

島
由
紀
夫
事
典
」
平
成
12
・
11　

勉
誠
出
版
）

＊
22　

松
本
徹
「
古
今
和
歌
集
」（「
三
島
由
紀
夫
事
典
」
前
掲
）

＊
23　

清
水
文
雄
「
三
島
由
紀
夫
の
こ
と
」（
昭
和
46
・
２
『
文
学
界
』）

＊
24　

清
水
文
雄
「
孤
島
の
若
者 

―
『
潮
騒
』
の
作
者
三
島
由
紀
夫
へ
―
」（
昭
和

29
・
７
『
読
書
ノ
ー
ト
』）

＊
25　

清
水
文
雄
「『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
つ
い
て
」（
昭
和
14
・
８
『
文
藝
文
化
14
』）

＊
26　

堀
辰
雄
「
山
村
雑
記
」（
昭
和
13
・
８
『
新
潮
』）。
の
ち
に
「
七
つ
の
手
紙
―

或
女
友
達
に
―
」
と
改
題
さ
れ
、
さ
ら
に
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
が
刊
行
さ

れ
た
際
、「『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
関
す
る
著
者
の
若
干
の
手
紙
」
と
題
し

て
序
に
用
い
ら
れ
た
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
科
研
費
（16K

16777  「
習
作
期
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
文
学
生
成
過

程
の
解
明
」）
の
助
成
を
受
け
、
行
っ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




