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和

泉

式

部

日

記

書

名

考

大
　
　
橋

清
　
　
秀

世
界
文
学
の
中
で
日
本
に
於
け
る
日
記
文
学
の
如
き
ジ
ャ
ン
ル
は

珍
し
い
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
テ
の
「
惹
き
ウ
ェ

ル
テ
ル
の
悩
み
」
も
ジ
イ
ド
の
「
資
金
つ
く
り
の
日
記
」
も
日
記
体
の

小
説
で
あ
っ
て
日
記
文
学
と
は
称
し
て
ゐ
な
い
。
又
ゲ
ー
テ
の
「
イ

タ
リ
ア
紀
行
」
も
ジ
イ
ド
の
「
コ
ン
ゴ
ー
紀
行
」
も
日
記
体
を
以
て

記
録
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
紀
行
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
あ
つ
て
も

日
記
文
学
と
し
て
読
ま
れ
叉
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

そ
し
て
日
記
と
し
て
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
日
記
、
ル
ナ
フ
ル
の
日
記
、

ジ
イ
ド
の
日
記
の
如
く
、
そ
れ
は
完
全
な
日
記
と
し
て
存
在
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
日
記
と
世
に
言
ほ
れ
て
ゐ
る
和
泉
式
部
の
物
語
は
、
は

た
て
し
和
泉
式
部
「
日
記
」
な
の
で
あ
ら
う
か
。
和
泉
式
部
「
物
語
」

な
の
で
あ
ら
う
か
。

〓

和
泉
式
部
日
記
の
書
名
を
考
究
す
る
時
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、

和
泉
式
部
日
記
が
戎
本
に
よ
っ
て
は
和
泉
式
部
物
語
と
称
せ
ら
れ
て

ゐ
る
薯
で
あ
る
。
同
一
の
内
容
を
持
つ
書
物
が
戎
本
に
於
て
は
「
和

泉
式
部
日
記
」
と
題
せ
ら
れ
、
他
本
に
は
「
和
泉
式
部
物
語
」
と
記

さ
れ
て
ゐ
る
雷
は
如
何
や
う
に
考
へ
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
り
、
叉

す
ゝ
ん
で
ほ
い
づ
れ
の
名
称
が
正
し
い
の
で
あ
ら
う
か
。

先
づ
和
泉
式
部
日
記
の
苫
写
本
と
木
版
本
に
於
け
る
越
後
を
検
し

て
み
る
と
、

盲
　
写
　
本

「
応
永
本
系
統

応
l
永
　
本

宮
内
庁
図
書
寮
本

大
阪
府
立
図
書
館
本

和
泉
式
部
物
語

和
泉
式
部
物
語

和
泉
式
部
物
語

二
、
三
条
西
表
本
系
統

三
条
画
家
本

三
、
流
布
本
系
統

彰
老
飴
本

木
　
版
　
本

一
、
応
永
本
系
統

寛
文
十
年
版
本

二
、
流
布
本
系
統

和
泉
式
部
日
記

和
泉
式
部
物
語

和
泉
式
部
物
語

扶
桑
拾
葉
菜
本
　
　
　
　
和
泉
式
部
物
語

群
書
類
従
本
　
　
　
　
　
和
泉
式
部
日
記

と
な
っ
て
ゐ
る
。
享
保
二
十
一
年
版
本
は
篤
史
十
年
版
と
同
一
版

本
で
あ
る
。
叉
竹
柏
園
蔵
の
江
戸
時
代
の
写
本
に
は
和
泉
式
部
日
記

と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
平
安
文
学
研
究
」
に
翻
刻
さ
れ
て
ゐ
る

吉
田
幸
〔
氏
蔵
飛
鳥
井
整
早
筆
の
寛
元
四
年
の
奥
書
を
持
つ
写
本
に

は
和
泉
式
部
物
語
と
あ
る
の
で
あ
る
。
雑
用
瀬
高
氏
の
論
文
に
よ
れ
ば
寛
一
茜

毎
本
と
同
系
統
と
思
は
れ
る
黒
川
家
旧
蔵
本
及
び
田
中
豪
胆
蔵
本
の
題
簿
に
は
和
泉
式
部
物
語
と
も
る

こ
れ
を
諸
本
系
統
の
図
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、

和
泉
式
部
日
記
書
名
考



寛
元
四
年
本
を
系
統
外
に
置
い
た
の
は
私
の
想
定
し
た
諸
本
系
統

は
貸
元
四
年
本
が
未
だ
世
に
出
な
い
頃
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
「
平

安
文
学
研
究
」
に
掲
載
中
の
翻
刻
は
あ
と
｝
国
を
以
て
終
る
の
で
、

こ
れ
が
本
文
校
合
の
結
果
、
私
の
諸
本
系
統
論
は
修
正
を
加
へ
ね
は

な
ら
ぬ
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

古
写
本
に
於
て
日
記
と
す
る
も
の
二
に
対
し
て
物
語
と
す
る
も
の

五
、
木
版
本
に
於
て
日
記
と
す
る
も
の
一
に
対
し
て
物
語
と
す
る
も

の
三
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
比
率
を
以
て
す
ぐ
さ

ま
断
を
下
す
の
は
早
計
に
す
ぎ
る
と
考
へ
る
。

三

こ
1
に
於
て
和
泉
式
部
日
記
の
書
名
が
他
の
い
か
な
る
典
籍
に
如

何
な
る
書
名
を
冠
せ
ら
れ
て
現
ほ
れ
て
ゐ
否
か
を
み
て
み
た
い
と
考

へる。
「
宮
廷
女
流
日
記
文
学
」
（
叢
諾
醐
）
に
於
て
池
田
亀
鑑
博
士
は

明
月
記
の
天
福
元
年
正
月
二
十
日
の
条
に
九
月
轢
擬
と
あ
っ
て

「
十
二
人
の
歌
を
絵
に
書
い
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
よ

る
と
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
な
ど
と
i
緒
に
、
こ
の
日
記
も
絵
に
か

ゝ
れ
た
ら
し
い
。
」
叉
「
こ
の
日
記
の
中
の
一
富
美
を
主
題
と
し
た
も

の
で
あ
ら
う
。
」
（
攫
計
）
と
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
。
天
福
元
年
は
三

三
三
年
で
あ
っ
て
、
日
記
の
主
題
と
な
っ
て
ゐ
る
帥
富
と
の
恋
は
長

保
五
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
：
」
の
日
記
は
翌
寛
弘
元
年
正
月
正
妃

が
御
姉
東
宮
姫
賊
子
の
勧
め
に
従
っ
て
宮
を
出
て
小
一
条
の
祖
母
の

二
四

許
に
帰
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
今
こ
の
和
泉
式
部
日

記
が
帥
富
の
残
後
即
ち
寛
弘
四
年
十
月
二
日
以
後
i
年
前
後
の
程
に

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
寛
弘
四
年
は
一
〇
〇
七
年
で
あ
る
か
ら
、

明
月
記
か
ら
数
へ
て
二
二
六
年
の
昔
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
叉
「
歴

史
と
国
文
学
」
第
九
巻
第
四
号
（
璃
畝
年
）
に
於
げ
ろ
青
木
は
る
氏
の

「
和
泉
式
部
日
記
は
断
簡
か
」
に
は
和
泉
式
部
日
記
が
文
献
に
現
ほ

れ
た
最
初
の
も
の
と
し
て
、
明
月
記
の
天
福
元
年
正
月
二
十
日
の
条

の
、
九
月
轢
講
と
見
え
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
池
田
亀
鑑
博
士

の
記
述
を
引
用
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
明
月
記
の
天
福
元
年
正
月
二

十
日
に
は
こ
の
記
載
が
な
く
三
月
二
十
日
の
誤
り
で
あ
る
。

「
和
泉
式
部
日
記
」
と
い
ふ
書
名
が
出
て
ゐ
る
最
も
古
い
文
献
は

本
朝
書
籍
目
録
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
本
朝
書
籍
目
録
に
は
、

和
泉
式
部
日
記
　
一
巻

と
見
え
て
ゐ
る
。
こ
の
本
朝
書
籍
目
録
の
成
立
年
時
に
つ
い
て

は
諸
説
が
あ
る
が
、
「
日
本
文
学
大
辞
典
」
の
岩
淵
悦
太
郎
氏
の
解

説
（
瑚
－
霜
耶
）
に
よ
る
と
、
山
本
信
哉
博
士
の
説
は
最
も
青
く
て
建
冶

三
年
（
一
二
七
七
）
で
あ
り
、
井
上
頼
園
博
士
が
支
持
せ
ら
れ
た
最

も
年
代
の
下
る
説
は
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
で
あ
る
か
ら
、
最

も
古
い
建
冶
三
年
に
本
朝
書
籍
目
録
が
成
っ
た
と
す
る
と
寛
弘
四
年

よ
り
二
七
〇
年
後
の
薯
で
あ
り
、
一
番
年
代
の
下
る
永
享
十
一
年
成

立
と
し
て
も
四
三
三
年
以
後
の
尊
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

事
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
建
治
三
年
か
ら
永
享
十
【
年
ま
で
の

〓
ハ
二
年
間
に
和
泉
式
部
日
記
が
「
和
泉
式
部
日
記
」
と
称
せ
ら
れ

て
ゐ
た
尊
が
明
か
に
な
る
と
諸
へ
る
。
が
こ
れ
も
本
朝
書
籍
目
録
の

筆
者
が
た
ま
〈
み
た
和
泉
式
部
自
記
が
「
和
泉
式
部
日
記
」
と
記

さ
れ
て
ゐ
た
が
故
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
ふ
の
は
現
在
京

都
大
学
所
蔵
の
和
泉
式
部
日
記
の
苫
写
本
の
奥
書
に
「
千
時
応
永
廿

一
年
孟
春
白
書
之
権
大
納
言
従
二
位
為
栗
判
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は

転
写
本
で
あ
る
が
、
こ
の
応
永
廿
一
年
は
】
四
一
四
年
で
あ
る
か
ら
、

本
朝
書
籍
目
録
と
は
ゞ
同
じ
時
代
に
「
和
泉
式
部
物
語
」
と
称
せ
ら
れ

て
膏
ゐ
墓
が
明
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
又
最
近
吉
田
幸
吉
の
蔵

に
癒
し
た
寛
元
四
年
の
古
写
本
に
も
「
和
泉
式
部
物
語
」
と
あ
る
の
で

あ
る
が
、
本
朝
書
籍
目
録
の
成
立
を
山
本
信
哉
博
士
の
言
は
れ
る
建

浩
三
年
以
後
永
仁
二
年
以
前
と
す
る
と
応
永
廿
一
年
よ
り
約
一
百
年

以
前
の
専
と
な
り
、
寛
元
四
年
よ
り
約
三
、
四
十
年
以
後
の
薯
と
な

る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
事
柄
に
よ
っ
て
書
名
の
決
定

的
な
論
断
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

四

そ
こ
で
青
木
は
る
氏
の
前
出
の
「
和
泉
式
部
日
記
は
果
し
て
断
簡

か
」
　
な
る
論
考
の
中
に
　
「
宇
治
大
納
言
物
語
の
上
巻
に
も
　
『
日
記

に
書
た
り
』
と
断
っ
て
、
和
泉
式
部
日
記
の
巻
初
の
一
部
を
載
せ
て

ゐ
る
こ
と
は
、
や
1
注
目
に
値
す
る
」
（
墾
計
）
と
述
べ
て
ゐ
ら
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
務
へ
て
み
た
い
。
宇
治
大
納
言
物
語
は
今
昔
物
語

の
一
名
で
あ
る
と
言
ほ
れ
て
ゐ
る
が
、
次
回
潤
氏
は
そ
の
薯
「
国
文

和
泉
式
部
日
記
書
名
考

学
更
新
講
上
巻
」
に
於
て
「
要
す
る
に
『
今
昔
物
語
集
』
と
軍
治

大
納
言
物
語
』
と
の
関
係
並
に
作
者
に
就
い
て
は
、
な
は
研
究
を
要

す
る
の
で
あ
る
が
、
現
存
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
十
五
巻
）
は
鎌
倉

時
代
に
『
今
昔
物
語
集
』
共
催
か
ら
材
料
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、

叉
今
の
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
　
（
三
巻
）
　
は
、
原
本
が
散
逸
し
た
後

に
成
っ
た
偽
作
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
更
に

後
の
も
の
で
あ
る
薯
は
確
か
な
や
う
で
あ
る
。
」
（
襲
駐
）
と
述
べ
て

ゐ
ら
れ
る
如
く
、
宇
治
大
納
言
物
語
が
鎌
倉
以
後
の
偽
作
と
し
て
も
、

そ
こ
に
「
日
記
に
書
た
り
」
と
し
て
和
泉
式
部
日
記
の
拳
初
の
部
分

が
の
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ
雷
実
は
宇
治
大
納
言
物
語
が
成
立
し
た

頃
に
和
泉
式
部
日
記
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
一
つ
の
証
左
と
考

へ
て
は
誤
り
で
あ
ら
う
か
。

和
泉
式
部
日
記
と
関
連
の
あ
る
宇
治
大
納
言
物
語
の
本
文
を
比
較

し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

和
泉
式
部
日
記

（応永本）

宇
治
大
納
言
物
語
上

（
大
阪
府
立
図
書
館
本
）

女
は
し
に
な
か
め
て
ゐ
た
る
は

と
に
人
の
い
り
く
れ
は
す
た
れ

う
ち
お
ろ
し
て
ゐ
た
れ
は
ま
こ

と
に
め
な
れ
た
る
御
さ
ま
に
は

あ
ら
で
御
な
を
し
の
い
た
う
な

れ
た
る
し
も
こ
そ
を
か
し
う
み

ゆ
物
も
の
た
ま
は
て
御
あ
ふ
き

に
ふ
み
を
さ
し
い
れ
さ
せ
給
で

物
を
こ
え
ん
に
ほ
と
1
を
く
て

女
も
月
を
な
が
め
て
。
は
し
に

ゐ
た
り
け
り
。
ぜ
ん
ざ
い
の
露

さ
ら
／
＼
と
を
き
た
る
に
。
人

は
草
葉
の
露
・
な
れ
や
と
の
た
ま

は
す
る
さ
ま
。
い
ぶ
に
め
で
た

し
。
御
扇
に
御
文
を
い
れ
て
。

御
つ
か
び
の
も
て
参
に
け
れ
ば

と
て
給
は
す
。
扇
を
描
出
で
と

り
つ
。
こ
よ
ひ
は
帰
り
な
ん
。

二
五



ひ
な
け
れ
ば
女
あ
ふ
き
を
た
て

ま
つ
り
つ
富
も
の
は
り
な
ん
と

お
は
し
た
り
前
栽
の
を
か
し
き

な
か
を
あ
り
か
せ
給
て
人
は
草

葉
の
露
な
れ
や
宏
と
の
給
は
す

い
と
な
ま
め
か
し
ち
か
う
ま
ら

せ
給
て
こ
よ
ひ
は
ま
か
り
出
な

ん
よ
た
れ
に
し
の
び
つ
る
も
見

あ
ら
は
し
に
な
ん
あ
す
ぼ
物
思

と
い
ぶ
な
り
つ
る
に
な
く
は
あ

や
し
と
お
も
ひ
な
ん
と
で
か
へ

ら
せ
給
へ
は

こ
こ
ろ
み
に
雨
も
ふ
ら
な
ん

や
と
過
て
空
行
月
の
か
け
や
と

ま
る
と
人
の
い
ぶ
は
と
よ
り
も

う
め
き
で
あ
は
れ
に
お
は
さ
る

あ
す
物
思
と
い
ぶ
也
つ
な
れ
ば

な
が
く
も
あ
や
し
か
る
ぺ
け
れ

ば
と
の
給
は
す
れ
ば

心
み
に
雨
も
ふ
ら
な
ん
や
ど

す
ぎ
て
空
行
月
の
か
げ
や
と

ま
る
と

き
こ
え
け
れ
ぼ
　
∴

あ
か
き
み
や
と
て
し
ば
し
の
は

ら
せ
経
て
出
た
ま
ぶ
と
て

め
ち
き
な
く
雲
居
の
月
に
さ

ぞ
ほ
れ
て
影
こ
そ
い
つ
れ
心
や

は
ゆ
く
と
で
お
は
し
ま
し
ぬ
る

後
す
た
れ
を
あ
げ
て

あ
り
つ
る
御
ふ
み
み
れ
ば

我
ゆ
へ
に
月
を
な
か
む
と
つ

け
つ
れ
は
ま
こ
と
か
と
み
に
出

て
乗
に
け
り
と
そ
あ
る

あ
が
き
み
や
と
て
。
し
ば
し
の

ぼ
り
て
。
こ
ま
や
か
に
か
た
ら

ひ
を
き
て
。
出
さ
せ
給
ふ
と
て

あ
ぢ
き
な
く
雲
井
の
月
に
さ

ぞ
ほ
れ
て
影
こ
そ
曲
れ
心
や

は
ゆ
く

移
り
つ
る
文
を
み
れ
ば

我
ゆ
へ
に
月
を
旗
が
む
と
告

つ
れ
ば
誠
か
と
見
に
出
て
乗

に
け
り

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
宇
治
大
納
言
物
語
に
和
泉
式
部
日
記
の
本

文
を
要
約
し
て
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
宇

治
大
納
言
物
語
に
於
て
は
、
和
泉
式
部
日
記
の
「
い
と
あ
は
〈
し

う
お
は
さ
れ
て
ひ
美
し
う
御
ふ
み
も
な
し
L
と
あ
る
の
を
生
か
し
て

二
六

「
何
事
に
つ
け
て
も
お
か
し
く
お
は
し
ま
す
に
。
あ
は
〈
し
き
も

の
に
お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
た
る
。
心
う
く
覚
ゆ
と
。
日
記
に
書
た
り
。

初
つ
か
た
は
。
か
や
う
に
心
ざ
し
も
な
き
や
う
に
み
え
け
れ
ど
。
後

に
ほ
う
へ
を
も
き
り
奉
ら
せ
総
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
。
此
式
部
を
妻
に

せ
さ
せ
給
ぴ
た
り
と
見
え
た
り
」
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
以
て
考
へ
る
と
宇
治
大
納
言
物
語
の
筆
者
の
み
た
和
泉
式
部
日
記

は
私
が
現
在
み
て
ゐ
る
も
の
と
同
じ
と
こ
ろ
で
終
っ
て
ゐ
る
雷
が
明

ら
か
で
あ
る
。
即
ち
私
は
池
田
亀
鑑
博
士
が
「
巻
末
に
は
脱
文
が
あ

る
ら
し
く
思
は
れ
る
。
今
の
本
は
原
本
と
同
じ
も
の
で
は
な
か
ら

う
。
」
（
琵
認
諾
）
と
言
は
れ
斎
藤
清
衛
博
士
が
日
本
文
学
教
養

講
座
の
「
随
筆
・
日
記
・
評
論
」
（
賎
籠
控
）
に
「
た
ぎ
」
の
式

部
日
記
に
つ
い
て
残
念
な
こ
と
は
、
巻
末
あ
た
り
に
脱
文
遺
漏
の
部

分
が
多
く
、
意
味
の
不
明
な
点
の
多
い
聾
で
あ
る
。
」
（
却
七
噴
）
と
述

べ
て
ゐ
ら
れ
る
反
証
と
も
な
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

さ
て
順
徳
院
の
八
雲
御
抄
に
宇
治
大
納
言
物
語
の
名
が

宇
治
大
納
言
”
隆
国

と
世
継
、
遊
士
日
記
儀
大
納
言
母
、
堀
川
院
日
記
讃
殴
典
侍
、

清
少
納
言
枕
草
子
等
と
共
に
見
え
て
ゐ
る
。
そ
し
て
古
今
著
聞
集

（
二
十
巻
）
の
序
文
に
よ
れ
は
、
「
夫
著
聞
集
者
、
字
懸
亜
相
。
巧
語

之
遠
類
。
江
家
都
督
。
清
談
之
余
波
也
。
」
と
あ
り
叉
序
の
末
の
「
テ
レ

時
延
長
六
年
」
云
々
に
よ
っ
て
宇
治
大
納
言
物
語
は
延
長
六
年
以
前

字
冶
拾
遺
物
語
の
成
立
以
後
に
成
立
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
宇
治
拾

遺
物
語
は
「
記
尊
の
考
証
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
か
ら
順
徳
院
の
御

代
に
至
る
ま
で
の
間
に
成
り
、
其
の
後
多
少
増
補
し
た
も
の
で
あ
ら

う
」
（
露
隷
詳
醍
撃
鴇
講
）
と
あ
り
、
八
雲
御
抄
は
「
宇
治
大
納

言
」
の
名
の
見
え
て
ゐ
る
掌
と
思
ひ
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

八
雲
御
抄
は
順
徳
院
の
在
世
中
従
来
の
歌
学
を
集
成
し
院
の
御
説

を
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
順
徳
院
は
仁
清
三
年
に
佐
渡
に
於
て
四

十
六
才
で
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
承
元
四
年
十
一
月
廿
五
日
土

御
門
天
皇
「
御
年
一
六
」
は
、
押
小
路
殿
に
於
て
位
を
皇
太
弟
守
成

（
順
徳
天
皇
）
「
御
年
一
四
」
に
譲
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
順
徳
天

皇
即
位
の
承
元
四
年
（
二
二
〇
）
よ
り
崩
御
の
仁
冶
三
年
（
一
二
四
二
）

ま
で
の
間
に
八
雲
御
抄
が
書
か
れ
た
も
の
と
馨
へ
ら
れ
る
。
結
局
承

元
四
年
以
降
約
三
十
年
程
の
問
に
成
っ
た
八
雲
御
抄
に
宇
治
大
納
言

の
名
が
見
え
る
と
い
ぶ
雷
は
、
八
雲
御
抄
以
前
に
宇
治
大
納
言
物
語

が
存
在
し
て
ゐ
た
証
と
な
り
は
し
な
い
で
あ
ら
う
か
。

さ
て
群
書
類
従
巻
五
百
五
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
宇
治
大
納
言
物
語

は
こ
け
衣
（
秋
）
で
あ
っ
て
、
あ
や
ま
っ
て
宇
治
大
納
言
物
語
の
題
笈

が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
（
簸
語
霧
）
　
こ
け
衣
は
古
物
語

類
字
抄
に
は
比
の
詞
づ
か
び
か
ら
建
長
唄
の
も
の
か
と
し
て
ゐ
る
が
、

宇
治
大
納
言
物
語
と
偶
然
で
は
あ
ら
う
が
同
時
代
の
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
費
は
興
味
深
い
。

宇
治
大
納
言
物
語
（
三
巻
）
の
は
じ
め
に
は
「
此
も
の
が
た
り
は
。

宇
治
拾
遺
と
同
作
な
り
。
－
し
ぶ
ゐ
は
。
薯
も
文
も
俗
に
ち
か
く
。
此

和
泉
式
部
日
記
書
名
考

書
。
耀
は
な
は
だ
古
雅
に
し
て
。
和
歌
の
家
。
連
歌
着
流
に
も
目
と

ゞ
む
べ
き
す
が
だ
な
り
。
」
　
と
あ
り
、
序
に
は
こ
の
宇
治
大
納
言
て

ふ
ふ
み
は
む
か
し
貞
享
四
年
に
は
じ
め
て
世
に
出
そ
め
け
る
を
、
の

ち
い
づ
く
に
か
う
づ
も
れ
て
ゐ
た
と
し
て
、
宇
治
拾
遺
と
お
な
じ
つ

く
り
出
と
見
え
ぬ
れ
ど
、
そ
の
風
の
し
ら
べ
は
、
い
た
く
ふ
り
た
り

と
あ
っ
て
、
天
明
六
年
に
木
版
本
が
世
に
出
て
ゐ
る
が
、
こ
の
書
の

成
立
年
代
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
書
を
今
直
ち
に
八
雲

御
抄
に
見
え
て
ゐ
る
宇
治
大
納
言
と
同
一
書
な
り
と
は
決
定
出
来
ぬ

が
、
同
一
書
と
仮
定
す
れ
ば
帥
富
襲
去
後
二
百
年
乃
至
二
百
三
十
年

に
「
日
記
」
と
称
せ
ら
れ
て
、
現
存
す
る
和
泉
式
部
日
記
と
は
ゞ
同

書
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
行
ほ
れ
て
ゐ
た
雷
に
な
る
の
で
あ
る
。

成
程
、
明
月
記
の
天
福
元
年
三
月
二
十
日
甲
子
の
条
に
は
、
源
氏
、

狭
衣
、
夜
寝
党
、
御
津
浜
松
、
心
高
、
東
宮
宣
旨
、
左
右
袖
湿
、
朝

倉
御
河
爾
開
留
、
取
替
波
也
、
末
葉
露
、
海
人
苅
藻
爾
遊
、
轄
蛤
日
記
、

紫
日
記
、
更
級
日
記
な
ど
と
多
く
の
書
物
の
名
が
見
え
て
ゐ
る
が
、

和
泉
式
部
日
記
の
名
は
な
い
。
叉
「
件
絵
被
害
十
二
人
之
歌
、
霧

正
月
、
諮
、
二
月
、
雑
器
轄
‥
鰭
醐
三
月
、
讃
撃
四
月
、
誘
五

月
、
緊
縛
記
六
月
、
畿
樫
、
秋
風
七
月
、
醜
態
、
八
月
、
諜
嘗
九

月
、
轢
謳
、
十
月
、
覇
芋
一
月
、
議
裟
姿
、
十
二
月
、
謀
議
矩

二
巻
絵
也
、
表
紙
、
稀
轡
軸
、
水
滞
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
福

元
年
に
和
泉
式
部
と
帥
富
と
に
関
す
る
何
か
ゞ
存
在
し
て
ゐ
た
証
拠

と
は
な
り
得
る
。
そ
し
て
八
雲
御
抄
は
丁
度
こ
の
頃
出
来
た
も
の
で

二
七



第れも
三ぬろ

置　名と
部　るき∴をもる亡
の　らて　見に安く

ん経　る苔に法
子れ　その、り
はを　悲下名て
増哀　しにの’
され　さは書次

り∴りと　　柄かの

あ
り
、
そ
の
中
に
宇
治
大
納
言
隆
国
の
名
が
見
え
、
宇
治
大
納
言
物

語
三
巻
が
宇
治
大
納
言
隆
国
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
「
日
記
」
　
と
明

ら
か
に
書
か
れ
て
ゐ
る
事
に
な
り
、
本
朝
書
籍
目
録
は
こ
れ
よ
り
も

時
代
は
や
1
下
る
が
、
「
和
泉
式
部
日
記
」
と
明
ら
か
に
記
載
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
如
く
寛
元
四
年
、
応
永
廿
一
年
本

に
「
和
泉
式
部
物
語
」
と
あ
つ
て
も
、
貸
元
四
年
と
の
へ
だ
た
り
は

僅
々
三
、
四
十
年
の
掌
な
の
で
あ
る
の

二
八

五

宇
治
大
納
言
物
語
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
和
泉
式
部
に
関
係
あ
る
部

分
を
、
鎌
倉
時
代
初
頭
の
建
久
七
年
よ
り
建
仁
二
年
間
十
月
迄
に
成

立
し
た
と
著
へ
ら
れ
る
無
名
草
子
と
比
較
し
て
み
る
と
非
常
に
関
連

深
い
も
の
を
そ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

宇
治
大
納
言
物
語

（
大
阪
府
立
図
喜
館
本
）

織
十
割
“
i
由
i
古

（
無
名
草
子
薪
謹
本
文
）

和
泉
韓
嚢
庫
本
）

保
昌
に
ぐ
し
て
。
丹
後
へ
く
だ
い
り
た
る

に
。
明
日
狩
せ
ん
と
で
。
物
と
り
つ
ど
ひ

た
る
夜
。
小
男
鹿
の
い
た
く
鳴
け
れ
ば
。

車
で
あ
は
れ
。
明
日
し
な
ん
ず
れ
ば
い
た

く
な
く
に
こ
そ
と
。
心
う
が
り
け
れ
は
。

さ
。
お
は
さ
は
。
狩
と
ゝ
め
ん
よ
か
ら
ん

歌
を
よ
み
給
へ
と
い
は
れ
て

こ
と
ば
り
や
い
か
で
か
鹿
の
な
か
さ
ら

ん
こ
よ
ひ
は
か
り
の
命
と
恩
へ
は

扱
英
日
の
か
り
は
。
と
1
め
て
け
り
。

保
畠
に
わ
す
れ
ら
れ
て
侍
げ
ろ
比
。
貰
布

称
に
。
ま
い
り
て
。
御
手
洗
川
に
鐙
の
飛

た
る
を
み
て

物
思
へ
は
沢
の
鑑
も
我
身
よ
り
あ
く
か

れ
出
る
玉
か
と
そ
み
る

そ
の
中
に
も
、
保
昌
に
忘
ら
れ
て
、
賞
船

に
百
夜
ま
ゐ
り
て
、

も
の
思
令
は
沢
の
鐙
も
我
が
身
よ
り
あ

く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
そ
見
る

と
詠
み
た
る
な
ど
、
誠
に
あ
は
れ
に
覚
え

補
遺
（
後
醜
聞
天
皇
廣
翰
本
）

丹
後
の
国
に
で
、
保
畠
、
明
日
狩
り
せ

ん
と
云
ひ
け
る
夜
、
鹿
の
鳴
く
を
閏
き

て
道
理
や
如
何
で
か
鹿
の
泣
か
ざ
ら
ん
今
督

ば
か
り
の
命
と
思
ひ
て

補
遺男

に
忘
ら
れ
て
侍
り
げ
ろ
項
、
貴
船
に

参
り
で
、
御
手
洗
川
の
蟹
の
飛
び
侍
り

．
し
を
見
て

物
思
へ
ば
沢
の
蜜
も
我
身
よ
り
あ
く
か
れ

古
今
著
聞
葉
巻
五
和

歌
。
袋
草
紙
四
。
俊

秘
上
。
十
割
一
〇
。

沙
石
五
下
。

け
り
。お

く
山
に
た
ぎ
り
で
落
つ
る
満
つ
瀬
に

玉
ち
る
ば
か
り
も
の
な
思
ひ
そ

と
御
返
し
あ
り
け
む
こ
そ
い
と
め
で
た
け

れ。叉
小
式
部
内
儀
失
せ
て
後
、
女
院
よ
り
賜

は
せ
け
る
御
衣
に
、
小
式
部
内
侍
と
札
つ

け
た
る
を
見
て

も
ろ
と
も
に
苔
の
下
に
は
朽
ち
ず
し
て

埋
れ
ぬ
名
を
み
る
ぞ
悲
し
さ

と
詠
み
て
参
ら
せ
け
む
。

と
め
お
き
て
誰
を
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む

子
は
摺
る
ら
む
子
に
増
り
け
り

と
詠
め
る
も
い
と
あ
は
れ
な
り
。

出
づ
る
魂
か
と
そ
見
る

補
遺

御
返
し

奥
山
に
た
ぎ
り
で
落
つ
る
満
つ
瀕
の
玉

ち
る
ば
か
り
物
な
思
ひ
そ

第
三内

侍
例
遺

年
七
月
に
、

れ
た
る
を

ち
ず
し
て
埋

思
ひ
け
ん
子

け
り

て
、
孫
ど
も

古
今
著
聞
集
巻
五
和

歌金
葉
菜
第
十
雑
下
。

宝
物
一
及
三
。
－
沙
石

五下。
後
拾
遺
第
十
哀
傷
。

宝
物
一
三
。

露
鷲
鰹
を
哀
れ
と
恩
ぶ
ら
ん
子

叉
孫
の
な
に
が
し
僧
都
の
も
と
へ

親
の
親
と
思
は
ま
し
か
ば
と
ひ
て
ま
し

我
が
子
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り

と
詠
み
で
奉
り
た
る
も
あ
は
れ
槙
り
。

書
写
の
聖
の
託
へ

措
き
よ
り
く
ら
を
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き

遥
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の
月

と
詠
み
て
や
り
た
り
け
れ
ば
、
返
し
を
ば

世
で
、
袈
裟
を
な
む
つ
か
は
し
け
る
。
さ

て
そ
れ
を
見
て
こ
そ
失
せ
借
り
に
け
れ
。

そ
の
け
に
や
、
和
泉
式
部
罪
深
か
り
ぬ
べ

き
人
後
の
世
助
か
り
た
る
な
ど
聞
き
は
ぺ

第
三
（
類
似
歌
）

若
君
の
御
送
り
に
お
は
す
る
新

手
の
身
こ
そ
子
の
代
り
に
は
恋
し
け
れ
親

恋
し
く
ば
親
を
見
て
ま
し

第
一

播
磨
の
聖
の
御
託
に
、
結
線
の
為
め
に

聞
え
し

冥
さ
よ
り
冥
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ
べ
き
遥
か

に
照
ら
せ
山
の
端
の
月

る
こ
そ
何
事
よ
り
も
美
し
く
侍
れ
。

拾
遺
巻
九
雑
下
に
減

量
之
が
お
ば
の
女
の

よ
み
て
侍
り
げ
ろ
と

し
て
出
て
ゐ
る
。

拾
遺
巻
第
二
十
哀

傷。玄
々
集
。議

紺
離
籍
離
合
。

俊
頼
口
伝
。

競
馨
抄

和
泉
式
部
日
記
書
名
考



こ
れ
に
つ
い
て
富
倉
二
郎
氏
は
「
無
名
草
子
薪
萱
（
韮
籠
謂
）

の
話
に
於
て
「
借
こ
の
雷
は
宇
治
大
納
言
物
語
（
世
絵
物
語
）
に
見
え

る
が
、
之
は
む
し
ろ
こ
の
物
語
が
無
名
草
子
よ
り
引
い
た
も
の
で
あ

ら
う
。
」
（
椚
九
蟻
）
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
宇
治
大
納
言
物
語
は
そ
の
前
半
は
和
泉
式
部
日
記

に
よ
っ
て
こ
れ
を
記
し
、
後
半
は
無
名
草
子
に
よ
っ
て
記
し
た
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

猶
字
治
大
納
言
物
語
上
の
源
氏
物
語
の
成
立
の
薯
を
記
し
た
部
分

も
無
名
草
子
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
無
名
草
子
に
は

「
そ
の
人
の
日
記
と
い
ふ
も
の
侍
り
し
に
も
、
『
参
り
け
る
始
め
は

か
り
、
恥
か
し
う
も
心
に
く
く
も
、
叉
そ
ひ
苦
し
う
も
あ
ら
む
ず
ら

む
と
お
の
く
恩
へ
り
け
る
程
に
小
と
思
は
ず
に
は
け
づ
き
、
か
た

ほ
に
て
、
一
文
字
を
だ
に
ひ
か
ぬ
様
な
り
け
れ
ば
、
か
く
思
は
ず
と

友
達
ど
も
思
は
る
。
』
な
ど
こ
そ
見
え
て
侍
れ
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
の

文
の
ま
1
に
は
紫
式
部
日
記
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
が
同
様
の
雷

を
書
い
た
部
分
は
あ
る
の
で
、
之
は
大
意
を
と
っ
て
記
し
た
も
の
か

と
富
倉
二
郎
氏
も
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
。

叉
同
じ
く
宇
治
大
納
言
物
語
上
に
、

「
い
ま
は
む
か
し
う
せ
た
る
人
。
と
か
く
す
る
畑
を
御
覧
じ
て
。
大
藩
院
。

立
の
は
る
煙
に
つ
け
て
お
も
ふ
か
な
い
つ
ま
た
我
を
人
の
か
く
み
ん
」

の
歌
は
ま
さ
し
く
和
泉
式
部
の
歌
で
あ
っ
て
、
和
泉
式
部
正
集
第

j
、
続
集
上
、
後
拾
遺
哀
傷
に
の
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く

三
〇

あ
や
ま
っ
て
入
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

果
し
て
そ
れ
で
は
和
泉
式
部
日
記
は
和
泉
式
部
日
記
な
の
で
あ
ら

う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
成
立
以
来
和
泉
式
部
日
記
な
の
で
あ
っ
た
の

だ
ら
う
か
。

他
の
日
記
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

土
佐
日
記

っ
ら
ゆ
き
が
と
き
の
日
記
を
ゑ
に
か
げ
ろ
を
（
恵
適
薬
）

靖
蛤
日
記

猶
も
の
は
か
な
さ
を
お
も
へ
ぼ
あ
る
か
な
き
か
の
心
ち
す
る
か
げ
ろ
ふ
の

に
さ
と
い
ふ
べ
し
（
端
蛤
日
記
）

輯
蛤
日
記
（
明
月
記
）

遊
士
日
記
（
八
雲
御
抄
）

蟻
蛤
記
（
本
朝
書
籍
日
録
）

こ
の
君
は
き
は
め
た
る
和
歌
の
上
手
に
お
は
し
け
れ
ば
、
こ
の
殿
の
通
は
せ

給
び
げ
ろ
は
ど
の
こ
と
歌
な
ど
か
き
集
め
て
、
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
と
名
づ

け
て
世
に
ひ
ろ
め
給
へ
り
（
大
鏡
）

紫
式
部
日
記

む
ら
さ
き
し
き
ぶ
が
自
記
（
無
名
抄
）

紫
式
部
自
記
（
明
月
記
）

紫
式
部
日
記
（
本
朝
書
籍
目
録
）

紫
式
部
日
記
絵
巻

讃
岐
典
侍
日
記

讃
殴
典
侍
日
記
（
本
朝
書
籍
目
録
）

堀
川
院
日
記
讃
肢
典
侍
（
八
雲
御
抄
）

讃
岐
典
侍
の
竃
た
る
堀
川
院
日
記
（
和
歌
色
葉
集
）

そ
の
御
あ
り
さ
ま
、
内
借
の
す
け
讃
殴
と
か
聞
え
給
ひ
し
、
こ
ま
か
に
蓄
か

れ
た
る
ふ
み
侍
り
と
か
や
（
今
鏡
）

叉
河
海
抄
に
は
紫
日
記
と
も
紫
式
部
仮
名
記
と
も
い
び
、
と
同
様

に
花
鳥
余
情
に
は
、
和
泉
式
部
仮
名
記
と
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
他
の
日
記
と
も
称
さ
れ
る
物
語
に
ふ
れ
1
ば
、

伊
勢
物
語

伊
勢
物
語
（
源
氏
物
語
総
合
巻
）

在
互
が
物
語
（
源
氏
物
語
総
角
巻
）

い
せ
の
物
語
（
枕
草
子
）

在
五
中
将
記
（
狭
衣
）

在
中
将
、
と
は
君
、
芹
川
、
し
ら
ら
、

（
更
級
日
記
）

伊
勢
物
語
（
本
朝
蓄
籍
目
録
）

多
武
峯
少
将
物
語

高
光
日
記
（
本
朝
書
籍
目
録
）

高
光
日
記
－
（
仁
和
寄
書
目
録
）

高
光
日
記
（
河
港
抄
）

あ
さ
う
づ
な
ど
と
い
ぶ
物
語
ど
も

こ
れ
は
物
語
に
つ
く
り
て
、
世
に
ぬ
る
や
う
に
ぞ
き
こ
ゆ
る
（
栄
華
物
語

月
宴
巻
）

平
価
物
語

平
価
物
語
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）

平
申
日
記
（
本
朝
蓄
籍
目
録
）

貴
史
日
記
（
河
港
抄
）

和
泉
式
部
日
記
書
名
考

寛
物
語

小
野
蟹
集
（
宮
内
庁
図
書
寮
本
）

萱
　
物
語
（
彰
考
館
本
）

璧
　
日
記
（
河
海
砂
）

筐
　
日
記
（
花
鳥
余
情
）

こ
れ
ら
は
共
に
「
物
語
」
と
「
日
記
」
な
る
題
号
を
併
せ
持
っ
て

ゐ
る
。
今
こ
の
一
つ
く
に
つ
い
て
述
べ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
藤

岡
作
太
郎
博
士
は
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」
（
籠
二
）
に
於
て
「
平

安
朝
の
物
語
の
一
般
の
命
名
法
を
見
よ
。
（
中
略
）
概
ね
篇
車
の
人

物
ま
た
は
場
所
な
ど
に
よ
り
て
、
た
や
す
く
名
を
取
っ
た
も
の
、
或

ひ
は
巻
中
の
歌
詞
に
よ
り
て
御
津
の
浜
松
な
ど
称
し
た
る
も
の
あ

り
」
と
述
べ
、
叉
池
田
亀
鑑
博
士
は
「
元
来
物
語
文
は
日
記
の
命
名
は
、

古
代
に
於
て
も
、
現
在
に
於
て
も
ぎ
は
め
て
簡
易
な
自
然
な
方
法
に

ょ
り
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
」
（
醍
麺
籠
薙
器
）
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。

私
は
大
体
に
於
て
こ
れ
ら
日
本
の
古
典
は
作
者
が
そ
の
作
品
を
書

い
た
時
、
現
代
の
作
家
が
作
品
に
題
名
を
つ
け
る
様
に
確
然
と
し
た

書
名
を
与
へ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
し
て
一
つ

く
の
書
物
を
区
別
す
る
上
か
ら
物
の
名
は
必
要
で
あ
り
、
人
々
に

よ
っ
て
呼
ば
れ
る
通
称
が
定
着
し
て
今
日
私
達
の
前
に
現
ほ
れ
て
ゐ

る
書
名
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
務
へ
る
。

六

さ
て
日
記
で
あ
る
。
西
下
経
一
氏
は
「
歌
集
と
物
語
と
の
中
間
物

三
一



と
し
て
伊
勢
。
大
和
が
あ
る
如
く
、
日
記
と
物
語
と
の
申
開
と
し
て

地
の
日
記
が
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
」
（
鵜
巽
詳
謂
瑞
雲
）

と
言
っ
て
ゐ
ら
れ
る
。

土
佐
日
記
の
巻
頭
の
「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ぶ
も
の
を
1

む
な
も
し
て
見
ん
と
て
す
る
な
り
」
は
ま
こ
と
に
日
記
文
学
発
生
の

宣
言
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
私
は
こ
の
日
記
と
い
ぶ
言
葉
を

日
記
す
る
。
随
筆
す
る
。
思
ふ
ま
1
に
わ
が
身
の
こ
と
、
恩
ふ
こ
と

を
書
く
と
解
す
る
。
そ
の
や
う
に
し
て
し
る
さ
れ
た
も
の
を
日
記
と

よぶ。そ
し
て
本
来
は
辞
書
類
従
巻
第
百
八
十
一
の
自
供
殿
歌
合
議
謹

話
の
「
日
記
は
女
す
ら
も
す
べ
き
わ
ざ
な
ら
む
よ
。
わ
す
れ
ぬ
さ

き
に
と
め
よ
と
。
お
は
せ
こ
と
あ
り
し
か
は
。
ま
た
か
さ
つ
け
て
こ

そ
は
べ
ー
め
れ
。
治
暦
四
年
十
二
月
廿
三
日
の
よ
の
み
わ
ざ
に
て
南
」

と
あ
る
尋
に
よ
っ
て
記
録
す
る
。
日
々
の
出
来
事
を
書
き
し
る
す
の

意
味
で
も
あ
り
、
さ
う
し
た
も
の
は
日
記
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
呂
保
殿
歌
会
の
記
録
を
日
記
文
学
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。

輔
蛤
日
記
の
は
じ
め
に
「
世
の
な
か
に
お
は
か
た
古
物
語
の
は
し

な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら

ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
珍
ら
し
さ
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
」
と

言
ひ
、
上
巻
の
終
り
に
「
な
は
も
の
は
か
な
さ
を
恩
へ
は
、
あ
る
か

な
き
か
の
心
地
す
る
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
と
い
ふ
べ
L
L
と
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
1
に
於
て
単
な
る
備
忘
録
、
記
録
と
し
て
の
日
記
で
は
な

三
こ

い
、
自
照
的
な
、
告
白
的
な
、
物
語
的
な
日
記
文
学
が
出
現
し
た
の

で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
物
語
と
称
し
て
も
何
ら
差
麦
へ
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
日
記
と
言
ば
れ
た
の
は
物
語
と
称
す
る
に
は
余

り
に
日
記
的
で
あ
り
、
－
単
な
る
記
録
と
す
る
に
は
余
り
に
物
語
的
で

あ
る
が
故
に
日
記
文
学
と
い
ぶ
ジ
ャ
ン
ル
が
日
本
文
学
に
於
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

清
水
泰
先
生
は
「
物
語
と
日
記
」
（
藤
講
義
窮
諒
号
）
に
於
て
「
日

記
は
自
己
の
見
聞
、
経
験
等
の
薯
実
を
記
録
し
た
も
の
で
、
自
分
で

自
分
の
こ
と
を
書
く
と
い
ふ
こ
と
が
主
要
な
条
件
で
あ
る
。
」
（
袈
貫
）

と
さ
れ
て
「
和
泉
式
部
日
記
は
た
と
へ
三
人
称
で
書
い
て
あ
ら
う
と

も
、
記
述
者
が
和
泉
式
部
で
あ
る
と
見
る
か
ぎ
り
は
日
記
と
い
ふ
が

妥
当
で
あ
っ
て
、
物
語
と
い
ふ
べ
き
で
は
な
い
。
」
（
醐
四
轄
）
と
述
べ

て
ゐ
ら
れ
る
。
叉
最
近
世
に
出
た
現
代
語
訳
日
本
古
典
文
学
全
集
第

十
三
巻
の
「
窒
物
語
」
（
擢
韻
謂
二
）
の
解
説
で
池
田
璽
一
郎
氏
は

「
元
来
日
記
と
言
う
も
の
は
、
本
人
自
身
が
書
き
記
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
仕
え
る
者
が
、
主
人
の
言
行
を
記
し
留
め
た
も
の
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
（
中
略
）
だ
か
ら
、
前
に
言
っ
た
日
記
（
土
佐
日
記
）
の
よ

そ
よ
そ
し
い
三
人
称
風
の
書
き
出
し
は
、
む
し
ろ
底
を
割
っ
て
い
る

の
だ
と
も
言
え
る
の
た
し
、
喜
美
、
文
学
的
に
相
当
進
ん
だ
筈
の
、
和

泉
式
部
日
記
や
蟻
蛤
日
記
な
ど
に
到
っ
て
も
、
そ
れ
が
こ
と
ご
と
く
、

和
泉
式
部
や
道
綱
母
の
手
に
よ
っ
て
な
っ
た
と
す
る
の
に
は
、
少
く

と
も
私
は
、
ま
だ
懐
疑
的
で
あ
る
。
」
（
幸
ハ
一
轄
）
と
言
っ
て
ゐ
ら
れ
る

が
、
私
は
「
も
と
の
女
房
日
記
が
、
個
人
の
私
書
を
ま
じ
え
て
待
っ
た

に
遵
い
な
い
か
ら
、
そ
う
言
う
部
分
か
ら
は
、
内
省
的
な
後
の
日
記

が
生
れ
て
来
る
し
、
紫
式
部
日
記
に
見
る
如
き
、
詳
し
す
ぎ
る
犠
式

の
記
述
も
、
小
説
類
に
ま
で
、
女
房
の
手
に
か
か
っ
た
も
の
は
、
行

雷
や
服
装
の
ほ
し
ほ
し
ま
で
退
席
す
る
程
に
く
ど
い
の
も
、
そ
の
原

因
は
、
女
房
日
記
に
由
来
し
て
い
る
」
（
聖
ハ
二
韓
）
と
あ
る
雷
を
前
提

と
し
て
、
池
田
氏
の
言
は
れ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
理
解
出
来
る
の
で

あ
る
が
、
日
記
は
元
来
、
本
人
自
身
が
書
き
記
す
も
の
で
は
な
い
と

言
ふ
薯
は
肯
定
出
来
な
い
。
勿
論
他
人
の
雷
柄
、
仕
へ
て
あ
る
人
の

詳
細
、
そ
の
他
一
般
の
出
来
雷
の
記
録
は
し
た
で
あ
ら
う
が
、
日
記

を
つ
け
る
本
人
が
本
人
の
薯
を
書
か
ぬ
と
す
る
の
は
誤
解
さ
れ
や
す

い
言
葉
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
私
は
多
武
萎
少
将
物
語
、
平
価
物
語
、
箋
物
語
は
「
日
記
」

の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
よ
り
も
、
「
物
語
」
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る

方
が
そ
の
内
容
か
ら
考
へ
て
も
よ
り
ふ
さ
は
し
く
、
叉
古
く
は
「
物

語
」
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
紙

幅
が
ゆ
る
き
ぬ
の
で
日
附
に
つ
い
て
詳
細
に
は
述
べ
て
居
ら
れ
ぬ
が
、

平
伸
物
語
、
箋
物
語
は
日
附
を
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
。
す
く
な
く
と

も
購
蛤
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
和
泉
式
部
日
記
、
、
更
級
日
記
は
白
を

追
う
て
書
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
飛
び
く
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

臼
附
の
上
か
ら
も
「
日
次
の
記
」
な
る
掌
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
日
記
書
名
考

七

，
和
泉
式
部
日
記
は
和
泉
式
部
物
語
で
あ
つ
て
も
よ
い
し
、
叉
「
物

語
」
で
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
古
写
本
、
他
の
文
献
に
現
ほ

れ
て
ゐ
る
書
名
、
日
記
文
学
の
本
質
か
ら
考
へ
て
「
和
泉
式
部
日
記
」

と
呼
株
す
る
雷
が
最
も
そ
の
作
品
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
と
考
へ
る
。

し
か
も
和
泉
式
部
日
記
と
称
し
て
不
可
と
す
る
大
な
る
反
証
は
見
あ

た
ら
な
い
。

私
は
和
泉
式
部
日
記
を
多
武
峯
少
将
物
語
、
平
仲
物
語
、
箋
物
語

等
の
男
性
の
手
に
な
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
歌
物
語
の
系
列
に
入
れ
ず

に
、
嘱
蛤
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
更
級
日
記
、
讃
岐
典
侍
日
記
等
の

女
性
の
手
に
な
っ
た
日
記
文
学
の
系
列
に
入
れ
て
考
究
す
る
の
が
、

こ
の
作
品
の
内
容
か
ら
も
正
し
い
と
努
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
日
記
は
和
泉
式
部
物
語
の
名
を
持
っ
て
ゐ
る
に
も
か
ム

は
ら
ず
、
今
も
多
く
の
人
々
が
和
泉
式
部
日
記
と
こ
の
書
を
呼
ん
で

ゐ
る
こ
と
を
私
は
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

1
二
九
・
五
・
二
二
－


