
一
日
記
の
作
者
に
つ
い
て
 
 

『
和
泉
式
部
日
記
』
 
は
古
く
か
ら
「
和
泉
式
部
物
語
」
と
も
称
さ
れ
る
 
 

よ
う
に
、
主
人
公
和
泉
式
部
を
三
人
称
表
記
し
、
和
泉
式
部
の
知
り
え
ぬ
 
 

場
面
ま
で
が
詳
細
に
描
か
れ
た
、
多
分
に
虚
構
を
交
え
た
物
語
的
な
日
記
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
 
『
日
記
』
 
の
作
者
に
つ
い
て
、
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
エ
ピ
 
 

ソ
ー
ド
を
第
三
者
が
物
語
と
し
た
と
い
う
他
作
説
が
示
さ
れ
、
川
瀬
血
馬
 
 

氏
が
そ
の
裏
付
け
に
寛
元
本
奥
讃
か
ら
俊
成
作
と
す
る
説
を
提
示
さ
れ
て
 
 

｛
1
、
 
 

以
降
、
自
作
説
を
交
え
て
さ
ま
ぎ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
 
 
 

他
作
説
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
は
、
『
日
記
』
 
に
宮
邸
で
の
様
 
 

子
が
書
か
れ
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
 
 

と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
す
る
説
が
支
持
さ
れ
、
さ
ら
に
 
 

泉
式
部
集
」
 
と
の
歌
の
詠
風
の
一
致
か
ら
、
現
在
で
は
 
 

で
あ
る
と
す
る
説
が
お
お
む
ね
有
力
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

う
に
、
宮
邸
の
情
景
描
写
の
具
体
性
か
ら
、
「
宮
側
に
身
を
寄
せ
た
人
物
 
 

丁
上
 
 

の
作
品
形
成
時
に
お
け
る
関
与
」
を
指
摘
す
る
説
も
あ
り
、
決
着
が
つ
い
 
 

『
和
泉
式
部
田
記
』
成
立
試
論
 
 

－
 
「
源
重
之
女
集
」
 
「
子
の
僧
集
」
 
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
 
 

「
超
越
的
視
点
」
 
 

『
日
記
』
 
と
 
「
和
 
 

『
日
記
』
を
自
作
 
 

津
本
信
博
氏
の
よ
 
 

た
と
は
言
い
が
た
い
も
の
の
、
以
上
の
先
行
研
究
を
振
り
返
る
と
、
『
日
 
 

記
』
 
が
自
作
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
、
ど
こ
ま
で
が
和
泉
式
部
の
創
作
に
 
 

よ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
小
町
谷
照
彦
氏
は
自
作
を
前
提
に
日
記
歌
を
分
析
す
る
な
か
で
 
 

「
な
が
め
」
と
い
う
女
歌
の
典
型
的
な
表
現
が
和
泉
式
部
と
宵
と
同
数
見
 
 

出
せ
る
こ
と
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
『
日
記
』
 
に
配
さ
れ
る
帥
宮
の
歌
自
体
 
 

が
和
泉
式
部
自
身
の
創
作
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
 
 

「
和
泉
式
部
日
記
が
贈
答
歌
に
終
始
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
世
 
 

界
が
む
し
ろ
自
己
の
想
念
の
世
界
に
お
け
る
自
問
自
答
に
よ
っ
て
進
 
 

展
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
独
白
的
な
性
格
を
呈
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
和
泉
式
部
の
歌
と
帥
宮
の
歌
と
の
間
に
は
、
決
定
的
な
対
立
や
 
 

懸
隔
は
な
い
。
和
泉
式
部
は
、
帥
宵
と
の
贈
答
歌
を
ひ
た
す
ら
自
己
 
 

の
体
系
に
別
し
て
作
品
と
し
て
秩
序
立
て
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
帥
 
 

宮
の
歌
を
も
和
泉
式
部
が
す
べ
て
詠
作
し
た
と
し
て
も
、
作
品
の
世
 
 

界
の
性
格
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
、
と
い
っ
て
も
よ
い
」
 
 
 

【
、
「
、
 
 

と
示
さ
れ
た
。
小
町
谷
氏
の
論
は
 
『
日
記
』
 
の
贈
答
歌
を
精
緻
に
読
み
解
 
 

渦
 
巻
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く
な
か
で
、
歌
語
や
趣
向
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
 
 

き
わ
め
て
魅
力
的
な
説
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
ご
指
摘
の
一
方
で
、
小
松
登
美
氏
は
、
『
日
記
』
 
の
宮
の
発
 
 

言
に
あ
る
「
殺
す
」
と
い
う
語
、
お
よ
び
白
河
院
に
花
見
に
行
っ
た
際
に
 
 

宮
が
詠
ん
だ
「
花
盗
人
」
と
い
う
語
か
ら
、
 
 

「
平
安
時
代
の
上
流
顔
族
と
し
て
は
明
ら
か
に
異
色
の
、
〓
樺
の
ど
 
 

ぎ
つ
さ
と
言
う
か
、
偽
悪
趣
味
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
 
 

の
異
色
あ
る
用
法
は
、
宮
の
個
性
の
一
面
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
 
 

べ
き
で
あ
ろ
う
」
 
 

と
 
『
日
記
』
 
の
宵
の
歌
に
は
や
は
り
宮
独
自
の
詠
凪
が
認
め
ら
れ
る
と
い
 
 

（
1
｝
 
 

う
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
 
 
 

ま
た
、
武
田
早
苗
氏
は
、
さ
ら
に
 
「
寝
た
る
夜
」
 
「
寝
ぬ
る
夜
」
と
い
 
 

う
用
語
や
、
宮
の
歌
に
の
み
見
出
さ
れ
る
読
み
癖
を
指
摘
し
、
 
 

「
「
宮
」
 
の
和
歌
に
は
、
出
来
事
を
直
裁
に
表
現
し
、
し
か
も
類
似
表
 
 

現
や
、
類
似
の
構
成
を
繰
り
返
し
用
い
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
想
定
し
 
 

て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
 
 

と
、
小
松
氏
の
見
解
を
さ
ら
に
深
め
て
、
宮
の
歌
の
独
自
性
に
つ
い
て
諭
 
 

ノ
l
a
 
 

じ
ら
ゎ
た
。
 
 
 

果
た
し
て
帥
の
宵
の
歌
が
和
泉
式
部
の
創
作
な
の
か
。
あ
る
い
は
宮
の
 
 

歌
は
輿
実
、
宮
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
を
 
『
日
記
』
 
に
記
し
た
も
の
 
 

な
の
か
。
あ
る
い
は
部
分
的
に
和
泉
式
部
が
手
を
加
え
作
品
と
し
て
の
完
 
 

成
度
を
高
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

『
日
記
』
 
の
成
立
を
解
く
鍵
を
外
部
資
料
に
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
 
 

ば
、
や
は
り
そ
の
内
実
か
ら
究
明
し
て
い
く
よ
り
手
立
て
は
な
い
で
あ
ろ
 
 

う
。
本
稿
も
『
日
記
』
歌
に
注
目
し
、
い
さ
さ
か
私
論
を
呈
し
た
い
。
 
 

二
 
和
泉
式
部
と
源
重
之
女
の
関
係
に
つ
い
て
 
 

こ
こ
で
 
『
日
記
』
 
か
ら
目
を
転
じ
、
和
泉
式
部
と
源
垂
之
女
の
関
係
に
 
 

つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

和
泉
式
部
が
若
い
頃
に
試
み
た
と
さ
れ
る
百
首
歌
と
源
重
之
女
の
百
首
 
 

九
日
、
 
 

歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
氏
の
ご
指
摘
が
あ
る
。
両
百
首
と
も
 
 

に
、
曽
祢
好
忠
や
源
順
、
恵
慶
ら
河
原
院
文
化
圏
を
中
心
に
流
布
し
た
初
 
 

期
百
首
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
垂
之
女
の
父
は
来
宮
 
 

に
献
上
す
る
百
首
を
詠
ん
で
お
り
、
成
立
は
不
明
な
が
ら
父
が
陸
奥
に
下
 
 

向
し
た
九
九
六
年
以
前
に
は
成
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
和
泉
式
 
 

部
百
首
の
成
立
も
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
古
田
幸
一
氏
は
 
『
枕
草
子
』
 
に
 
 

和
泉
式
部
百
首
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
女
期
の
正
暦
年
間
 
 

て
⊥
 
 

作
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
重
之
女
と
和
泉
式
部
百
首
は
ほ
 
 

ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

平
田
審
信
氏
は
、
蚤
之
女
百
首
と
和
泉
式
部
百
首
に
お
い
て
、
詠
ま
れ
 
 

る
歌
材
と
配
列
が
ぴ
っ
た
り
山
致
す
る
部
分
が
あ
る
、
ま
た
、
呼
応
す
る
 
 

か
の
よ
う
な
、
ま
る
で
贈
答
歌
や
唱
和
歌
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
と
い
っ
た
 
 

〔
ボ
ー
 
 

例
を
具
体
的
に
挙
げ
て
そ
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
両
 
 

百
首
の
先
後
閑
係
に
つ
い
て
は
断
定
を
避
け
ら
れ
、
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「
垂
之
女
百
首
の
先
山
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
」
 
（
論
 
 

文
付
注
）
 
 

と
推
測
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
 
 
 

ま
た
、
久
保
木
寿
子
氏
も
、
 
 

「
先
後
関
係
は
確
定
し
が
た
い
が
、
和
泉
式
部
集
百
首
の
示
す
素
材
 
 

の
多
様
性
、
趣
向
の
複
雑
化
、
寄
物
恋
的
表
現
な
ど
か
ら
判
断
す
る
 
 

と
、
垂
之
女
百
首
成
立
の
後
に
和
泉
式
部
百
首
が
成
立
し
た
と
み
る
 
 

方
が
蓋
然
性
が
高
い
と
思
う
」
 
 

と
、
平
田
氏
同
様
に
、
両
者
の
関
連
を
認
め
た
上
で
、
垂
之
女
が
先
、
和
 
 

T
エ
 
 

泉
式
部
が
あ
と
、
と
い
う
推
論
を
提
示
さ
れ
た
。
 
 
 

稿
者
も
ま
た
、
「
東
之
女
集
」
 
の
歌
風
を
分
析
す
る
中
で
読
み
癖
に
注
 
 

へ
川
）
 
 

目
し
、
重
之
女
百
首
が
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
。
 
 
 

さ
ら
に
は
、
百
首
以
外
に
も
「
和
泉
式
部
集
」
と
「
垂
之
女
集
」
と
の
 
 

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

平
田
氏
は
、
「
重
之
女
集
」
末
尾
敬
一
一
五
番
 
 

な
が
か
ら
ぬ
い
の
ち
ま
つ
間
の
ほ
ど
ば
か
り
 
 

う
き
こ
と
し
げ
く
な
げ
か
ず
も
が
な
 
 

と
、
「
和
泉
式
部
続
集
」
末
尾
歌
 
 

あ
り
は
て
ぬ
い
の
ち
ま
つ
ま
の
程
ば
か
り
 
 

い
と
か
く
物
を
お
も
は
ず
も
が
な
 
 
 

■
〓
▼
 
 

の
頸
似
を
示
さ
れ
た
。
 
 
 

両
集
の
末
尾
に
こ
の
よ
う
に
類
似
し
た
歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
極
 
 

め
て
興
味
深
い
。
類
歌
は
 
『
古
今
集
』
 
と
 
『
大
和
物
語
』
 
に
も
次
の
よ
う
 
 

に
見
出
せ
る
。
 
 

有
り
は
て
ぬ
い
の
ち
ま
つ
ま
の
ほ
ど
ば
か
り
 
 

う
き
こ
と
し
げ
く
お
も
は
ず
も
が
な
 
 

（
古
今
集
九
六
五
番
 
平
貞
文
）
 
 

あ
り
は
て
ぬ
い
の
ち
ま
つ
ま
の
ほ
ど
ば
か
り
 
 

う
き
こ
と
し
げ
く
な
げ
か
ず
も
が
な
 
 

（
大
和
物
語
第
宙
四
十
二
段
 
故
御
息
所
の
御
姉
）
 
 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
平
田
氏
は
 
「
古
今
歌
が
大
和
で
女
歌
と
し
て
転
用
 
 

さ
れ
、
女
歌
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
当
時
の
女
性
達
に
愛
好
さ
れ
た
」
 
 

と
推
測
し
、
「
和
泉
の
歌
の
み
に
見
出
さ
れ
る
「
物
を
お
も
は
ず
も
が
な
」
 
 

と
い
う
表
現
も
、
垂
之
女
集
の
巻
末
歌
を
意
識
し
な
が
ら
、
歌
群
の
末
尾
 
 

に
あ
え
て
こ
の
作
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
一
首
を
付
置
し
よ
う
と
決
 
 

意
し
た
和
泉
に
よ
る
意
識
的
変
改
部
分
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」
 
 

と
、
論
じ
ら
れ
た
。
 
 
 

ご
指
摘
の
ほ
か
に
も
「
重
之
女
集
」
 
と
 
「
和
泉
式
部
集
」
 
に
お
け
る
頬
 
 

似
駄
と
思
わ
れ
る
例
は
次
の
よ
う
に
見
出
せ
る
。
 
 

も
み
ぢ
は
て
秋
は
く
ら
し
つ
神
無
月
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い
ま
は
し
ぐ
れ
に
な
ぐ
さ
ま
ぬ
か
な
 
 
（
重
之
女
集
五
二
番
）
 
 

ふ
ゆ
の
は
じ
め
に
 
 

も
み
ぢ
み
て
秋
は
く
ら
し
つ
か
み
な
づ
き
 
 

い
ま
は
し
ぐ
れ
の
そ
ら
を
な
が
め
む
 
 
（
子
の
憎
集
五
八
番
）
 
 

花
み
て
も
ひ
を
ば
く
ら
し
つ
青
柳
の
 
 

い
と
く
る
し
き
は
よ
る
に
ぞ
有
り
け
る
 
 

（
和
泉
式
鮮
集
五
九
八
番
）
 
 

「
子
の
僧
」
と
い
う
の
は
重
之
女
の
兄
弟
で
あ
る
。
垂
之
女
と
子
の
憎
 
 

は
「
紅
葉
」
を
詠
み
、
こ
の
二
首
の
表
現
が
酷
似
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
 
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
「
花
」
を
詠
み
、
そ
の
点
で
は
異
な
る
 
 

趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
何
々
を
見
て
、
く
ら
し
つ
」
 
 

と
詠
む
の
は
ほ
か
に
は
次
の
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻
に
し
か
見
出
せ
な
い
。
 
 

花
を
見
て
春
は
暮
ら
し
つ
今
日
よ
り
や
 
 

し
げ
き
嘆
き
の
下
に
ま
ど
は
む
 
 

「
く
ら
し
つ
」
と
い
う
表
現
を
検
索
し
て
も
次
の
よ
う
に
 
「
高
遠
集
」
 
 

に
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
類
例
が
少
な
い
た
め
、
こ
の
和
泉
式
部
の
 
「
花
み
て
も
ひ
 
 

み
ち
に
て
、
ま
つ
の
か
げ
に
や
す
む
と
て
 
 

松
か
げ
に
け
ふ
は
く
ら
し
つ
あ
す
よ
り
は
 
 

ゆ
く
す
ゑ
と
ほ
き
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
 
 

（
一
八
一
番
）
 
 

を
ば
く
ら
し
つ
」
 
の
歌
も
ま
た
、
重
之
女
な
い
し
は
重
之
の
子
の
憎
か
ら
 
 

摂
取
し
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
う
。
 
 

三
 
日
記
歌
と
重
之
女
集
 
 

さ
て
、
重
之
女
か
ら
和
泉
式
部
集
へ
の
影
響
を
振
り
返
っ
た
と
こ
ろ
 
 

で
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
 
の
次
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。
 
 

か
く
て
明
か
す
べ
き
に
や
と
て
、
 
 

は
か
も
な
き
夢
を
だ
に
見
で
明
か
し
て
は
 
 

何
を
か
の
ち
の
世
語
り
に
せ
む
 
 

と
の
た
ま
へ
ば
、
 
 

「
世
と
と
も
に
ぬ
る
と
は
袖
を
思
ふ
身
も
 
 

の
ど
か
に
夢
を
見
る
宵
ぞ
な
き
 
 

ま
い
て
」
 
と
聞
こ
ゆ
。
「
か
ろ
が
ろ
し
き
御
歩
き
す
べ
き
身
に
て
も
 
 

あ
ら
ず
。
な
さ
け
な
き
や
う
に
は
お
ぼ
す
と
も
、
ま
こ
と
に
も
の
お
 
 

そ
ろ
し
き
ま
で
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
て
、
や
を
ら
す
べ
り
入
り
た
ま
 
 

ひ
ぬ
。
い
と
わ
り
な
き
こ
と
ど
も
を
の
た
ま
ひ
契
り
て
、
明
け
ぬ
れ
 
 

ば
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。
す
な
は
ち
、
「
今
の
ほ
ど
も
い
か
が
。
あ
や
し
 
 

う
こ
そ
」
 
と
て
 
 

恋
と
い
へ
ば
世
の
つ
ね
の
と
や
思
ふ
ら
む
 
 

今
朝
の
心
は
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し
 
 

御
返
り
 
 

世
の
つ
ね
の
こ
と
と
も
さ
ら
に
思
ほ
え
ず
 
 

は
じ
め
て
物
を
思
ふ
朝
は
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と
聞
こ
え
て
も
、
「
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
有
様
か
な
、
故
宮
の
さ
 
 

ば
か
り
の
た
ま
は
せ
し
も
の
を
」
と
か
な
し
く
て
、
思
ひ
乱
る
る
ほ
 
 

ど
に
、
例
の
重
来
た
り
。
御
文
や
あ
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
さ
も
あ
 
 

ら
ぬ
を
心
要
し
と
思
ふ
ほ
ど
も
、
す
き
ず
き
し
や
。
 
 

初
め
て
和
泉
式
部
の
も
と
を
訪
れ
た
宮
が
、
い
さ
さ
か
強
引
に
契
り
を
 
 

結
ぶ
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
恋
と
い
へ
ば
」
 
の
歌
が
、
実
は
 
 

次
の
垂
之
女
歌
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
重
之
女
集
八
九
番
）
 
 

な
お
、
重
之
女
の
歌
は
「
玉
葉
集
」
 
で
は
三
旬
目
が
 
「
お
も
ふ
ら
ん
」
 
 

五
旬
日
が
 
「
あ
ら
じ
と
も
ふ
に
」
 
と
な
っ
て
い
る
。
日
記
の
こ
の
部
分
の
 
 

本
文
の
異
同
は
管
見
の
範
囲
で
は
見
出
せ
な
い
。
 
 
 

こ
の
垂
之
女
歌
と
日
記
申
の
 
「
恋
と
い
へ
ば
」
 
の
二
首
は
 
「
言
へ
ば
」
 
 

「
世
の
常
」
「
と
や
」
「
た
ぐ
ひ
も
あ
ら
じ
」
「
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し
」
と
き
 
 

わ
め
て
似
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

歌
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
塵
之
女
歌
は
 
「
口
に
出
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
 
 

世
の
常
の
こ
と
と
人
は
思
う
で
し
ょ
う
。
私
の
恋
心
は
ほ
か
と
比
べ
よ
う
 
 

も
な
く
思
う
の
に
」
と
い
う
意
で
あ
り
、
山
方
日
記
歌
は
「
恋
と
い
う
言
 
 

葉
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
世
の
常
の
こ
と
と
人
は
思
う
で
し
ょ
う
。
今
朝
の
 
 

恋
と
い
へ
ば
世
の
つ
ね
の
と
や
思
ふ
ら
む
 
 

今
朝
の
心
は
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し
 
 

い
へ
ば
世
の
つ
ね
の
こ
と
と
や
人
は
み
む
 
 

わ
れ
は
た
ぐ
ひ
も
あ
ら
じ
と
お
も
ふ
を
 
 

（
日
記
歌
）
 
 

気
持
ち
は
人
と
比
べ
よ
う
も
な
く
思
う
の
に
」
と
全
く
同
じ
調
子
で
詠
ま
 
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
通
常
恋
の
歌
に
お
い
て
 
「
世
の
常
」
 
と
い
う
場
合
は
、
 
 

伊
勢
な
ん
人
に
わ
す
ら
れ
て
な
げ
き
侍
る
と
き
き
て
つ
か
は
 
 

し
け
る
 
 

贈
太
政
大
臣
 
 

（
綾
撰
集
八
三
一
・
八
三
二
番
）
 
 

と
、
恋
心
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
と
と
も
に
詠
む
の
が
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
 
 

い
。
『
日
記
』
中
の
和
泉
式
部
詠
に
も
、
 
 

が
見
出
さ
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
両
首
と
も
に
「
相
手
へ
の
恋
心
」
を
「
世
の
常
 
 

の
恋
心
」
 
と
比
較
す
る
と
い
う
特
異
な
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 

か
ら
、
無
意
識
の
類
似
と
は
思
わ
れ
な
い
。
垂
之
女
の
歌
の
表
現
を
日
記
 
 

歌
が
摂
取
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
日
記
』
 
の
「
こ
ひ
と
い
へ
ば
」
は
和
泉
 
 
 

ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
な
わ
び
そ
ふ
る
さ
る
る
 
 

人
の
心
は
そ
れ
ぞ
よ
の
つ
ね
 
 

返
し
 
 

世
の
つ
ね
の
人
の
心
を
ま
だ
み
ね
ば
 
 

な
に
か
こ
の
た
び
け
ぬ
べ
き
も
の
を
 
 

し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
さ
だ
め
な
き
 
 

さ
は
よ
の
つ
ね
に
お
も
ひ
な
せ
と
や
 
 

（
日
記
一
三
三
番
）
 
 

伊
勢
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式
部
の
歌
で
な
く
、
宵
の
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
『
日
記
』
 
の
該
 
 

当
箇
所
は
初
め
て
和
泉
式
部
の
も
と
を
訪
れ
、
逢
瀬
を
も
っ
た
帥
の
宵
が
、
 
 

和
泉
式
部
に
送
っ
た
後
朝
の
歌
で
あ
る
。
和
泉
式
部
は
こ
の
歌
の
 
「
世
の
 
 

常
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
 
「
世
の
常
の
こ
と
と
も
さ
ら
に
お
も
ほ
え
ず
 
 

初
め
て
も
の
を
思
ふ
あ
し
た
は
」
 
と
返
す
。
そ
し
て
、
不
思
議
な
自
分
の
 
 

運
命
を
「
あ
や
し
か
り
け
る
身
か
な
」
と
振
り
返
る
。
宮
の
情
熱
的
な
行
 
 

動
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
心
が
弾
み
な
が
ら
も
自
己
を
反
省
す
る
和
泉
式
部
 
 

の
複
維
な
心
中
が
現
さ
れ
た
、
『
日
記
』
 
冒
頭
部
に
お
け
る
最
大
の
ク
ラ
 
 

イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
贈
答
の
場
面
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
大
事
な
場
面
で
、
ど
う
し
て
垂
之
女
の
歌
が
出
て
く
る
の
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
宮
と
東
之
女
に
何
か
接
点
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
歌
以
外
に
重
之
女
と
宵
の
歌
の
表
現
の
類
似
は
管
見
で
は
見
出
せ
 
 

な
い
。
東
之
女
百
首
は
初
期
百
首
と
し
て
あ
る
程
度
は
流
布
し
た
も
の
と
 
 

思
わ
れ
る
も
の
の
、
宮
が
、
和
泉
式
部
と
の
交
際
を
始
め
る
以
前
に
 
「
亜
 
 

之
女
集
」
を
見
て
い
た
可
能
性
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
宮
の
手
 
 

元
に
 
「
重
之
女
集
」
 
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
切
な
後
朝
の
歌
に
東
之
女
 
 

駄
を
な
ぞ
る
歌
を
わ
ざ
わ
ぎ
贈
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
歌
が
和
泉
式
部
の
創
作
で
あ
る
と
考
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
 
 

か
。
宮
と
式
部
の
大
切
な
思
い
出
の
場
面
を
よ
り
情
熱
的
な
も
の
と
し
て
 
 

演
出
す
る
た
め
に
、
宮
が
本
当
に
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
後
朝
の
歌
を
、
あ
え
 
 

て
和
泉
式
部
自
身
が
創
作
し
た
も
の
に
差
し
替
え
て
日
記
に
記
し
た
と
考
 
 

え
る
の
は
、
い
さ
さ
か
穿
っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

実
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
小
松
登
美
氏
は
 
『
和
泉
式
部
日
記
全
訳
 
 

注
』
 
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
 
に
お
い
て
、
後
朝
の
文
は
通
常
は
歌
に
さ
ら
 
 

に
引
き
歌
を
添
え
る
の
が
鵬
般
的
で
あ
る
の
に
、
こ
の
部
分
に
引
き
歌
が
 
 

な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
「
日
記
が
省
略
し
た
カ
タ
チ
を
と
っ
た
か
、
こ
う
 
 

い
う
形
式
の
文
も
並
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
 
と
そ
の
不
自
然
さ
に
 
 

し
■
 
 

つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
 
 

一
般
的
な
後
朝
の
詠
み
ぶ
り
で
な
い
不
自
然
さ
は
、
こ
れ
が
和
泉
式
部
 
 

の
創
作
に
拠
っ
た
た
め
、
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
創
作
で
あ
る
と
 
 

す
れ
ば
、
そ
れ
が
創
作
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
な
い
た
め
に
第
三
者
の
 
 

歌
を
流
用
す
れ
ば
、
自
身
の
歌
と
は
異
な
る
雰
囲
気
が
自
然
と
醸
し
出
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
和
泉
式
部
が
出
会
い
を
演
出
す
る
手
段
と
し
て
、
こ
の
大
切
 
 

な
場
面
で
東
之
女
歌
の
表
現
を
摂
取
し
て
宮
の
歌
と
し
て
 
『
日
記
』
 
に
載
 
 

せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

四
 
日
記
歌
と
子
の
僧
集
 
 

さ
ら
に
気
に
な
る
用
例
が
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
当
該
歌
の
一
つ
前
の
 
 

宮
の
歌
に
似
た
歌
が
、
垂
之
女
の
兄
弟
で
あ
る
「
子
の
憎
集
」
 
に
も
見
出
 
 

せ
る
の
で
あ
る
。
 
 

先
の
東
之
女
歌
と
宮
歌
ほ
ど
表
現
は
ぴ
た
り
と
一
致
し
て
は
い
な
い
も
 
 

の
の
、
と
も
に
 
「
何
を
…
せ
ん
」
と
共
通
の
表
現
を
持
ち
、
こ
の
逢
瀬
を
 
 
 

は
か
も
な
き
夢
を
だ
に
見
で
明
か
し
て
は
 
 

何
を
か
の
ち
の
世
語
り
に
せ
む
 
 

あ
ふ
こ
と
も
な
く
て
や
み
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
 
 

何
を
此
世
の
思
出
に
せ
ん
 
 

（
日
記
歌
）
 
 

（
子
の
僧
集
四
九
番
）
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と
、
子
の
僧
と
下
の
句
を
同
じ
く
す
る
歌
が
あ
り
、
言
い
回
し
と
し
て
は
 
 

さ
ほ
ど
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
、
子
の
憎
と
宮
の
 
 

歌
は
無
意
識
の
類
似
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
日
記
駄
本
 
 

文
に
は
 
「
な
に
を
か
頁
の
よ
が
た
り
に
せ
ん
」
 
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
 
 

の
場
合
「
夜
が
た
り
」
 
の
 
「
世
」
は
 
「
夜
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
 
 

憤
垂
に
考
え
る
べ
き
で
あ
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
新
編
国
歌
大
観
で
 
「
何
を
…
せ
ん
」
 
と
い
う
表
現
を
探
す
と
 
 

次
の
例
し
か
見
出
せ
な
い
。
 
 

月
を
な
が
め
は
べ
り
て
 
 

月
か
げ
の
く
も
が
く
れ
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
 
 

な
に
を
う
き
よ
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
ん
 
 
（
子
の
僧
集
二
六
番
）
 
 

は
な
も
み
な
よ
ふ
く
る
風
に
ち
り
ぬ
ら
ん
 
 

な
に
を
か
あ
す
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
ん
 
 （

和
泉
式
部
集
五
九
三
番
）
 
 

あ
は
れ
な
る
こ
と
の
し
る
し
の
み
え
ざ
ら
ば
 
 

な
に
を
か
の
ち
の
か
た
み
に
は
せ
ん
 
 

（
字
津
傑
物
語
 
さ
が
の
院
）
 
 

月
の
く
ま
な
う
あ
か
き
に
、
た
い
ふ
さ
と
な
る
を
思
ひ
や
 
 

の
が
し
た
ら
、
何
を
思
い
出
に
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
嘆
く
歌
で
あ
る
。
 
 
 

同
時
代
の
山
田
法
師
に
 
 

あ
は
れ
な
り
消
え
は
て
ぬ
と
も
う
き
な
ら
で
 
 

何
を
此
世
の
思
出
に
せ
ん
 
 

（
新
拾
遺
集
血
八
六
七
番
）
 
 

（
大
斎
院
御
集
一
ニ
ー
番
）
 
 

こ
こ
で
も
、
子
の
僧
歌
「
な
に
を
う
き
よ
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
ん
」
と
和
 
 

泉
式
部
歌
「
な
に
を
か
あ
す
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
ん
」
 
の
似
た
言
い
回
し
が
 
 

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
 
 
 

と
も
か
く
い
ま
一
度
 
『
日
記
』
本
文
を
振
り
返
る
と
、
「
子
の
僧
集
」
 
 

の
歌
に
似
た
歌
「
は
か
も
な
き
」
を
宮
が
詠
み
、
和
泉
式
部
が
返
し
を
し
、
 
 

逢
瀬
が
あ
り
、
翌
朝
宮
か
ら
、
今
度
は
垂
之
女
の
歌
に
き
わ
め
て
よ
く
似
 
 

た
 
「
恋
と
い
へ
ば
」
 
と
い
う
歌
が
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

つ
ま
り
、
宮
は
子
の
憎
の
歌
の
矯
似
歌
の
次
に
蛮
之
女
の
表
現
に
習
っ
た
 
 

歌
を
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
に
並
ん
で
見
出
せ
る
こ
う
し
た
現
象
は
た
 
 

ま
た
ま
の
偶
然
の
山
致
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
宮
自
身
 
 

が
電
之
女
と
子
の
憎
の
歌
集
を
念
頭
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
首
づ
つ
 
 

連
続
し
て
表
現
を
摂
取
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
先
の
歌
同
様
に
、
 
 

こ
の
歌
も
ま
た
宵
の
歌
で
な
く
和
泉
式
部
自
身
の
創
作
と
い
う
ふ
う
に
考
 
 

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
子
の
僧
の
集
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
一
雄
民
ら
に
よ
り
、
「
針
切
」
か
 
 

へ
〓
）
 
 

ら
集
の
原
型
が
探
ら
れ
、
初
期
百
首
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

平
田
氏
は
「
子
の
憎
集
」
を
検
討
さ
れ
る
中
で
、
「
東
之
集
」
 
に
お
け
 
 

る
家
族
間
で
の
歌
の
詠
み
合
い
に
注
目
さ
れ
、
発
想
・
用
語
の
重
な
り
や
 
 

額
似
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
垂
之
詠
歌
圏
」
を
想
定
さ
れ
た
。
 
 

り
て
、
 
 

こ
こ
ろ
す
む
あ
き
の
月
だ
に
な
か
り
せ
ば
 
 

な
に
を
う
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
せ
む
 
 

右
近
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ま
た
、
和
泉
式
部
百
首
の
冒
頭
歌
が
、
立
春
解
氷
を
聴
覚
に
よ
っ
て
表
現
 
 

す
る
点
で
垂
之
、
垂
之
女
、
子
の
僧
の
詠
み
ぶ
り
に
重
な
る
こ
と
を
指
摘
 
 

l
〓
▼
 
 

さ
れ
、
次
の
 
「
小
松
引
き
」
 
の
歌
の
表
現
の
一
致
も
挙
げ
ら
れ
た
。
 
 

こ
の
 
「
気
ぬ
る
し
」
と
い
う
表
現
は
新
奇
で
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
 
「
馬
内
 
 

情
集
」
 
に
、
 
 

正
月
に
、
空
の
け
し
き
な
ど
も
よ
し
、
よ
め
と
宮
の
仰
せ
ら
 
 

れ
し
か
ば
 
 

浦
ご
と
に
あ
ま
は
み
る
ら
ん
は
つ
春
の
 
 

ひ
き
つ
れ
て
け
ふ
は
ね
の
び
の
ま
つ
に
ま
た
 
 

今
千
と
せ
を
ぞ
の
べ
に
出
で
つ
る
 
（
和
泉
式
部
百
首
 
三
番
）
 
 

こ
う
い
っ
た
ご
指
摘
の
ほ
か
に
も
、
「
和
泉
式
部
集
」
と
「
子
の
憎
集
」
 
 

の
表
現
の
一
致
は
次
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。
 
 

（
1
∴
）
 
 

O
「
け
ぬ
る
し
」
 
 
 

こ
ち
風
も
け
ぬ
る
く
な
れ
ば
わ
が
や
ど
の
 
 

む
め
の
に
ほ
ひ
を
を
り
を
り
ぞ
み
る
 
 
 

を
ぐ
ら
山
お
ほ
ゐ
の
か
は
も
は
る
た
ち
て
 
 

か
す
み
わ
た
れ
ば
け
ぬ
る
か
り
け
り
 
 

ね
の
び
に
、
む
か
し
を
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
 
 

ひ
き
つ
れ
て
か
す
が
の
の
べ
の
子
の
日
す
る
 
 

け
ふ
は
む
か
し
の
は
る
ぞ
こ
ひ
し
き
 
 

（
子
の
僧
集
八
番
）
 
 

（
子
の
憎
集
三
番
）
 
 

（
同
 
七
番
）
 
 

と
あ
る
の
み
。
す
べ
て
寒
気
が
緩
み
春
ら
し
く
噴
か
く
な
る
景
を
詠
む
 
 

点
で
共
通
し
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
 
 

O
「
道
芝
の
露
」
 
 

お
ぼ
つ
か
な
き
み
ち
の
し
る
べ
す
る
人
の
わ
か
る
る
と
こ
ろ
 
 

け
ぬ
る
き
風
に
浪
や
な
ご
ま
む
 
 

と
詠
ま
れ
る
ほ
か
は
、
管
見
で
は
和
泉
式
部
百
首
に
 
 

見
わ
た
せ
ば
ま
き
の
す
み
や
く
け
を
ぬ
る
み
 
 

お
ほ
原
山
の
雪
の
む
ら
ぎ
え
 
 

和
泉
式
部
百
首
に
も
、
 
 

夏
の
ひ
の
あ
し
に
あ
た
れ
ば
さ
し
な
が
ら
 
 

は
か
な
く
き
ゆ
る
道
芝
の
蕗
 
 

と
詠
ま
れ
る
が
、
他
に
は
、
 
 

女
の
も
と
に
も
の
を
だ
に
い
は
ん
と
て
き
た
り
け
る
人
、
あ
 
 

し
た
に
 
 
 

に
て
 
 

み
ち
し
ば
の
つ
ゆ
う
ち
は
ら
ひ
し
る
べ
す
る
 
 

人
を
い
づ
れ
の
よ
に
か
わ
す
れ
ん
 
 

（
和
泉
式
部
百
首
二
四
番
）
 
 

（
子
の
憎
四
八
番
）
 
 

（
九
七
番
）
 
 

（
七
二
番
）
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と
い
っ
た
例
が
わ
ず
か
に
見
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
看
過
で
き
 
 

な
い
の
は
 
「
和
泉
式
部
日
記
」
 
に
も
次
の
よ
う
に
こ
の
表
現
が
見
出
せ
る
 
 

こ
と
で
あ
る
「
U
 
 

通
し
ば
の
蕗
と
お
き
ゐ
る
人
に
よ
り
 
 

我
が
た
ま
く
ら
の
袖
も
か
わ
か
ず
 
 

こ
の
日
記
歌
は
、
「
手
枕
の
柚
」
 
と
い
う
歌
語
を
中
心
と
し
た
一
連
の
 
 

や
り
取
り
の
中
で
詠
ま
れ
た
、
和
泉
式
部
の
歌
で
あ
る
。
宮
が
、
 
 

露
結
ぶ
道
の
ま
に
ま
に
朝
ぼ
ら
け
濡
れ
て
ぞ
き
つ
る
手
枕
の
袖
 
 

と
詠
む
の
に
返
し
た
も
の
。
こ
の
あ
と
も
「
手
枕
の
袖
」
 
は
二
人
を
つ
な
 
 

ぐ
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
応
酬
に
登
場
す
る
。
 
 
 

以
上
か
ら
、
「
子
の
僧
集
」
 
と
 
「
和
泉
式
部
集
」
 
の
関
係
は
色
濃
く
思
 
 

わ
れ
、
和
泉
式
部
が
日
記
を
創
作
す
る
折
に
、
ま
っ
た
く
の
第
三
者
で
あ
 
 

る
 
「
子
の
僧
集
」
 
の
歌
を
参
照
し
た
と
す
る
の
は
あ
な
が
ち
突
飛
な
論
と
 
 

も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

き
え
か
へ
り
あ
る
か
な
き
か
の
我
が
身
か
な
 
 

う
ら
み
て
か
へ
る
み
ち
し
ば
の
つ
ゆ
 
 
（
小
犬
召
集
六
二
番
）
 
 

…
か
へ
し
せ
よ
と
こ
れ
ゆ
づ
り
に
い
ひ
し
ほ
ど
ひ
さ
し
う
な
 
 

り
し
か
ば
、
か
く
な
む
 
 

か
ひ
な
く
て
あ
り
あ
け
の
つ
き
に
か
へ
り
な
ば
 
 

ぬ
れ
て
や
ゆ
か
む
み
ち
し
ば
の
つ
ゆ
 
 

（
高
遠
集
二
一
一
番
）
 
 

五
 
ま
と
め
 
 

「
垂
之
女
集
」
が
和
泉
式
部
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
 
 

ろ
う
。
さ
ら
に
 
「
子
の
僧
悠
」
と
「
和
泉
式
部
集
」
 
の
密
接
な
関
連
性
も
 
 

う
か
が
い
知
れ
る
。
本
稿
で
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
 
に
両
集
に
き
わ
め
 
 

て
頬
似
し
た
歌
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の
帥
の
宮
歌
が
和
泉
 
 

式
部
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
を
新
た
に
示
し
た
。
わ
ず
か
二
首
の
歌
を
 
 

も
っ
て
、
『
日
記
』
 
の
成
立
に
関
わ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
は
い
さ
さ
か
大
 
 

胆
で
あ
ろ
う
し
、
な
ぜ
垂
之
女
、
子
の
偶
の
歌
を
こ
と
さ
ら
選
択
し
た
の
 
 

か
、
な
ぜ
、
『
日
記
』
 
の
冒
鰻
部
だ
け
に
連
続
し
て
置
か
れ
た
の
か
、
当
 
 

時
の
享
受
者
た
ち
は
東
之
女
、
子
の
僧
の
歌
と
の
顆
似
を
知
ら
な
か
っ
た
 
 

の
か
、
さ
ら
に
は
現
在
見
出
し
え
ぬ
別
の
用
例
が
あ
る
可
能
性
な
ど
、
残
 
 

さ
れ
た
問
題
は
多
い
。
試
論
を
呈
し
、
後
考
を
待
ち
た
い
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
「
刺
泉
式
部
日
記
は
藤
原
僅
戚
の
作
」
吉
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
二
 
昭
利
 
 

二
八
午
九
月
 
 

T
こ
 
「
彗
和
泉
式
部
日
記
』
作
者
考
－
自
作
説
へ
の
疑
問
－
」
彗
平
安
朝
文
学
の
諸
問
題
』
 
 

笠
間
書
院
 
昭
利
五
二
葦
 
 
∫
 
 

（
3
）
 
「
和
泉
式
部
日
記
の
購
答
歌
の
達
成
」
買
醐
賂
和
泉
式
部
』
笠
間
書
院
 
昭
和
六
三
 
 

年
九
月
 
 
 

（
4
）
 
「
和
泉
式
部
正
坊
白
河
歌
群
帥
宮
歌
を
め
ぐ
っ
て
 
そ
の
二
」
跡
見
学
園
短
期
大
 
 

学
紀
要
二
ヒ
 
平
成
三
年
一
月
 
 

（
5
）
 
「
彗
和
泉
式
部
日
記
』
の
 
「
宮
」
の
和
歌
に
つ
い
て
」
相
相
国
文
二
項
号
 
平
成
 
 

三
月
 
 

（
6
）
宰
相
薄
情
氏
「
利
泉
式
部
自
首
の
成
立
」
夫
妻
国
文
二
号
 
昭
和
四
五
年
三
f
l
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二
牢
三
月
 
な
お
、
以
下
の
和
歌
の
本
文
は
 
『
新
編
国
歌
大
観
』
 
に
、
『
和
泉
式
 
 

郡
日
記
』
 
の
本
文
は
 
『
新
編
全
集
』
 
に
拠
る
。
 
 

（
1
1
）
 
「
『
も
の
思
へ
ば
』
望
も
の
思
ふ
㌢
考
」
『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』
平
成
九
年
叫
∴
月
 
 
 

（
1
2
）
 
昭
和
五
五
年
三
月
 
 

（
‖
）
鈴
木
氏
「
針
切
本
意
之
の
子
の
憎
の
集
」
豊
美
四
〇
号
 
昭
和
二
九
牡
∴
二
日
、
目
 
 

方
さ
く
を
氏
『
源
蔓
之
薬
・
子
の
僧
の
集
・
東
之
女
集
全
釈
』
 
風
間
書
居
 
昭
和
 
 

六
三
年
九
月
、
久
保
木
哲
夫
氏
「
盛
之
子
僧
集
」
解
題
当
節
縮
図
歌
大
観
』
私
家
 
 

集
縮
ヒ
 
平
成
元
年
四
月
、
な
ど
。
 
 

（
1
4
）
 
「
「
惑
之
の
子
の
憎
の
集
」
と
「
垂
之
女
集
」
－
蔓
之
詠
歌
圏
と
和
泉
式
部
～
」
小
 
 

論
一
四
琴
 
平
成
〓
一
年
九
月
 
（
後
に
 
巴
ユ
平
安
朝
文
学
 
表
現
の
位
相
』
 
に
所
 
 

収
）
 
 

（
1
5
）
拙
稿
「
「
垂
之
子
の
憎
の
集
」
 
の
性
格
」
埼
玉
短
期
大
学
研
究
紀
要
二
〓
号
 
平
 
 

成
“
三
牢
三
月
に
て
指
摘
。
 
 

〔
付
記
〕
 
 
 

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
於
国
軍
院
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
 
 

発
表
を
纏
め
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
 
 

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

（
う
ず
ま
き
 
め
ぐ
み
 
平
成
国
際
大
学
非
常
勤
講
師
）
 
 

（
後
に
『
平
安
中
期
和
歌
考
論
』
所
収
）
、
久
保
木
寿
子
氏
「
和
泉
式
部
百
雷
恋
 
 

歌
群
の
考
察
」
国
文
学
研
究
六
九
号
 
昭
和
五
四
年
一
〇
月
、
小
松
登
美
氏
「
和
 
 

泉
式
部
百
首
歌
群
小
考
」
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
昭
和
六
一
年
三
月
 
（
後
に
 
 

『
和
泉
式
部
集
の
研
究
』
所
収
）
 
な
ど
 
 

（
7
）
 
「
和
泉
式
部
の
娘
時
代
と
そ
の
詠
葦
」
平
安
文
学
研
究
七
（
∪
輯
 
昭
利
五
八
鞋
∴
 
 

10 9 8  

二
月
 
 

注
6
論
文
 
 

注
6
論
文
 
 

「
垂
之
女
集
の
歌
風
に
つ
い
て
」
小
山
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
 
昭
和
六
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