
紫
式
部
日
記

考

「
ニ
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
」

平
安
時
代
の
す
ぐ
れ
た
閏
秀
作
家
、
源
氏
物
語
の
著
者
紫
式
部
に

は
、
有
名
念
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
紫
式
部
日
記
の
後
半

部
分
の
「
ζ

の
次

K
」
か
ら
「
十
一
日
の
暁
」
の
記
事
の
前
ま
で
は
、

所
謂
「
消
息
文
の
混
入
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
消
息

文
混
入
の
問
題

K
つ
い
て
は
、
古
く
は
足
立
稲
直
、
藤
井
高
尚
、
清

水
宣
昭
ま
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
消
息
文
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
、
明
治

K
入
っ
て
中
根
秀
亭
、
木
村
架
空
ら
、
さ
ら

K
関
根
正
直
、
池
田
亀

鑑
、
西
下
経
一
ら
に
よ
っ
て
そ
の
混
入
説
が
引
き
継
が
れ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
反
対
論
も
あ
っ
て
、
星
加
宗
一
、
岡
一
男
、

今
井
卓
爾
、
小
沢
正
夫
ら
が
そ
の
反
対
論
者
で
あ
る
。
し
か
し
、

ζ

の
消
息
文
混
入
の
問
題
は
し
ば
ら
く
b
く
と
し
て
、
そ
の
所
謂
消
息

文
の
部
分

K
は
、
和
泉
式
部
・
清
少
納
言
を
始
め
、
当
時
の
女
一
一
た

ち
K
対
す
る
紫
式
部
の
興
味
あ
る
人
物
評
論
が
数
多
く
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
女
房
た
ち
の
一
人

K
「
小
少
将
の
君
」
が
あ
っ
て
、
そ
の

文
章
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

小
少
将
の
君
は
、
そ
と
は
か
と
念
く
あ
て
に
ま
ま
め
か
し
う
、

一
一
月
ば
か

b
の
し
だ
タ
柳
の
さ
ま
し
た

b
o
ゃ
う
だ
い
い
と
う

つ
く
し
げ

K
、
も
て
念
し
心

K
〈
〈
、
心
ば
へ
も
仏
ど
も
、
わ
が

義

彦

本

田

心
と
は
思
ひ
と
る
か
た
も
ま
き
や
う

K
物
づ
っ
み
を
し
、
い
と

世
を
は
ぢ
ら
ひ
、
あ
ま
り

K
見
ぐ
る
し
き
を
で
見
め
い
給
へ
り
。

腹
き
た
念
き
人
、
あ
し
ざ
ま
に
、
も
て
な
し
い
ひ
つ
ぐ
る
人

あ
ら
ば
、
や
が
て
そ
れ

K
思
ひ
入
り
て
、
身
を
も
う
し
左
ひ
っ

べ
く
、
あ
え
か

K
、
わ
り
念
き
と
と
ろ
つ
い
給
へ
る
ぞ
、
あ
ま

り
う
し
ろ
め
た
げ
左
る
。

（
臼
本
古
典
文
学
大
系
本

-9-

紫
式
部
日
記

四
八
七
頁
）

右
の
本
文
中
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま
し
た
り
」
と
い

う
警
織
的
表
現
の
部
分
が
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
が
、
諸
註
釈
書
類
の

す
べ
て
不
充
分
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
こ
と

K
つ
い
て
一
言
し

た
い
。ま

ず
、
と
の
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま
し
た
り
」
の
部

分
に
つ
い
て
の
、
諸
註
釈
書
類
の
説
明
を
列
記
し
て
み
よ
う
。

紫
式
部
日
記
解
（
足
立
稲
直
）
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
成
立

文
註
釈
全
書
一
四
五
頁

「
わ
り
左
き
処
」
此
詞
は
物
を
強
て
為
る
ゃ
う
の
意

K
て
心
底
の 国



よ
か
ら
さ
る
人
此
君
に
難
つ
け
惑
き
名
を
も
云
一
着
念
と
せ
は
其
偉
深

〈
思
ひ
し
つ
み
て
さ
ま
で
宇
き
事
K
も
い
ひ
描

rと
も
え
せ
す
し

ひ
て
心
を
其
方
k
b
も
ひ
入
て
身
を
も
う
し
念
ひ
っ
へ
き
さ
ま
そ

と
い
へ
る

K
て
そ
の
物
と
と

K
人
の
い
ふ
ま

L
K
逆
ら
ふ
事
念
く

な
よ
ま
ょ
と
し
た
る
本
性
を
二
月
の
し
た
b
柳
の
さ
ま

K
昏
へ
た

る
念
、
9
是
ら
の
心
も
ち
ひ
そ
大
か
た
御
許
の
心

K
は
か
念
ひ
し
念

ら
む
さ
て
と
そ
む
つ
ま
し
き
ま
し
ら
ひ

K
は
あ

b
け
め

紫
式
部
臼
記
註
釈
（
藤
井
高
尚
・
清
水
宣
昭
）
天
保
四
年
〈
一
八
三

一
一
）
刊
国
文
学
註
釈
叢
書
六
九
四
頁

「
二
月
ば
か
タ
の
し
だ
タ
柳
」
若
葉
下
巻
K
、
女
三
宮
の
御
さ

ま
を
申
す
所

K
、
「
人
よ
h
y
け

K
ち
ひ
さ
く
：
：
：
中
略
：
：
：
あ
へ

か
に
見
え
給
ふ
」
と
あ
h
y
。
川
引
刈
州
制
べ
州
制
刻
剖
剖
剖
列
。

紫
式
部
日
記
講
義
（
三
木
五
百
枝
）
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）

刊
一
七
二
頁

「
二
月
ば
か
b
の
垂
柳
」
二
月
頃
の
垂
柳
は
、
細
や
か

K
芽
の

引

U
割

引

叫

判

引

創

念

れ

ば

、

力

｜

引

引

引

U

し
た
る
さ
ま
を
唇
へ
た
る
念
h
y
。

新
訳
紫
式
部
日
記
（
与
謝
野
晶
子
）
大
正
五
年
（
一
九
二
ハ
）
刊

一O
四
頁

（
口
訳
）
二
月
頃
の
し
だ
れ
柳
の
ゃ
う
で
あ
る
。

紫
式
部
日
記
評
釈
（
永
野
忠
一
）
昭
和
四
年
（
一
二
二
九
）
刊

一
五
四
頁

（
口
訳
）
例
え
て
見
る
と
二
月
の
頃
の
垂
柳
の
剖
利
引

U
U
U吋

美
し
い
様
念
人
だ
。

「
し
だ
b
柳

の

」

下

K
「
念
よ
念
ょ
と
し
て
美
し
き
」
を
補
入
。

紫
式
部
日
記
全
釈
（
小
室
由
一
ニ
）
昭
和
五
年
（
一
九
一
ニ

O
）

刊

3

・A
、
、
コ
paR
－

F
こ

L
こ
司
日
峰
R
－

E
吾
、
白
地
点
寸
冨
毘

Pι
昼
、
』
幻

E
同

一

「

J
t
コ缶降

一
七
六
頁

（
口
訳
）
二
月
頃
の
し
だ
れ
柳
の
や
う
念
感
じ
の
す
る
人
で
あ
る
。

「
し
だ
h
y
柳
の
さ
ま
」
力
念
〈
念
よ
ま
ょ
と
し
た
さ
ま
の
響
。

評
註
紫
式
部
日
記
全
釈
（
阿
部
秋
生
）
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
三

九

）

刊

一

八

一

頁

（
口
訳
）
二
月
頃
の
枝
垂
柳
の
や
う
念
様
子
を
し
て
ゐ
る
。

「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
h
y
柳
」
醤
暦
二
月
と
い
へ
ば
春
も
漸
〈

盛
h
y
k
念
ら
う
と
す
る
頃
で
、
柳
の
芽
も
大
き
く
念
h
y
、
早
け
れ

ば
葉
が
少
し
出
て
来
る
頃
で
あ
る
。

紫
式
部
日
記
新
釈
（
曽
沢
太
古
ロ
・
森
重
敏
〉
昭
和
三
十
九
年
（
一

九
五
四
）
刊
二
九
五
頁

（
口
訳
）
二
月
ど
ろ
の
枝
垂
柳
の
よ
う
念
様
子
を
し
て
い
ま
す
。

「
二
月
ば
か
・
9
の
枝
垂
柳
の
」
「
宮
の
御
方
を
覗
き
た
ま
へ
れ

ば
人
よ
・
9
け
K
・
：
・
：
中
略
：
：
：
御
ぐ
し
は
左
右
よ
h
y
と
隠
れ
か
か

h
J
て
、
柳
の
糸
の
さ
ま
し
た
b
。
」
（
源
氏
若
葉
下
）
。
「
白

雪
花
繁
空
撲
地
、
緑
糸
条
弱
不
勝
鴛
」
（
白
氏
文
集
楊
柳
枝
詞
）

紫
式
部
日
記
（
中
野
幸
一
）
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
六
一
）
刊

日
本
古
典
文
学
全
集
二
二
六
頁

（
口
訳
）
た
と
え
ば
二
月
ど
ろ
の
し
だ
れ
柳
の
よ
う
念
風
情
を
し

て
い
ま
す
。

「
二
月
ば
か
h
y
の
し
だ
h
y
柳
の
さ
ま
」
小
少
将
の
君
K
つ
い
て

は
、
前
K
も
好
意
と
同
情
と
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
が
、
と
と
で

は
と
の
薄
幸
の
美
し
い
友
の
容
姿
を
「
二
月
ば
か
タ
の
し
だ
h
y
柳

の
さ
ま
し
た
b
」
と
、
ま
こ
と

K
繊
細
念
比
聡
で
表
現
し
て
い
る
。

と
の
よ
う
左
比
験
表
現
は
他
の
女
房
の
批
評

K
は
見
ら
れ
念
い
も

の
で
、
と
の
点
か
ら
も
式
部
の
小
少
将
K
対
す
る
厚
情
が
知
ら
れ

-10-

う
寺
司
つ
暗
唱
翠
を
邑
却
し
て
A
H

る
D
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
『
紫



紫
式
部
日
記
全
釈
（
小
室
由
三
）

昭
和
五
年
（
一
九
三

O
）

る
が
、
い
っ
ぽ
う
と
れ
と
同
様
念
表
現
が
「
源
氏
物
語
」
の
若
葉

巻
下
k
b
け
る
女
三
の
宮
の
容
姿
の
形
容

K
用
い
ら
れ
て
い
る
と

と
は
、
女
三
の
宮
像
と
小
少
将
の
君
の
類
似
性
を
示
す
も
の
と
し

て
注
目
す
べ
き
と
と
で
あ
る
。

紫
式
部
日
記
全
注
釈
（
下
）
（
萩
谷
朴
）
昭
和
田
十
八
年
（
一
九

六
三
）
刊
一
六
五
頁

（
口
訳
）
仲
春
二
月
頃
の
枝
垂
柳
と
い
っ
た
風
情
を
し
て
い
る
。

「
二
月
ば
か
り
の
し
だ

b
柳
の
さ
ま
」
紫
式
部
は
、
親
友
小
少

将
の
君
K
対
す
る
評
一
言
K
は
、
格
別

K
配
慮
し
て
美
的
効
果
の
あ

る
表
現
を
用
い
て
い
る
。
『
註
釈
』
が
既
K
指
摘
し
た
よ
う
K
、

『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
K
女
三
宮
を
描
写
し
た
「
人
よ
h
y
け
に
ち

ひ
き
〈
う
つ
く
し
げ

K
て
、
た
だ
御
ぞ
の
み
あ
る
心
ち
す
O
K
ほ

ひ
や
か
な
る
か
た
は
な
〈
れ
て
、
た
だ
い
と
あ
で
や
か

K
を
か
し

〈
（
な
ま
め
か
し
く
イ
）
、
二
月
の
中
の
十
日
間
利
引
例
制
捌
倒
、

わ
づ
か

K
し
だ
り
は
じ
め
た
ら
む
心
ち
し
て
、
鴛
の
羽
風

K
も
乱

れ
ぬ
く
べ
〈
、
あ
え
か

K
見
え
給
ふ
。
桜
の
細
長
K
御
ぐ
し
は
左

右
よ
り
と
ほ
れ
か
か
り
で
、
榔
の
糸
の
さ
ま
し
た
h
y
」
と
あ
る
文

章
と
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
。
そ
れ
が
単
K
、
仲
春
の
枝
垂
柳

と
い
う
響
磁
の
素
材
を
共
有
し
て
い
る
の
み
念
ら
ず
、
実
線
を
施

し
た
個
所
が
す
べ
て
日
記
本
文
の
小
少
将
に
対
す
る
評
言
と
一
致

し
て
い
る
と
と
は
、
既
K
『
新
釈
』
が
指
摘
し
た
通
b
で
あ
る
o

b
そ
ら
く
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
移
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

ζ
K
は
『
紫
式
部
日
記
』

K
表
現
し
た
小
少

将
の
君
の
印
象
の
上

K
、
更
K
破
線
を
施
し
た
と
と
ろ

K
『
白
楽

天
詩
後
集
』
巻
十
二

K
見
え
る
「
楊
柳
枝
調
八
首
」
の
中
の
第
三

首
の
下
句
「
白
雪
花
繁
空
撲
地
緑
糸
条
弱
不
勝
鴛
」
と
い 事J. 

の
で
、
と
の
点
か
ら
も
式
部
の
小
少
将
K
対
す
る
厚
情
が
知
ら
れ

う
詩
句
の
発
想
を
追
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
『
紫

式
部
日
記
』
の
本
文
K
関
し
て
も
、
自
詩
の
第
八
首
「
人
言
柳
禁

似
－
一
樹
劇
つ
。
更
有
三
割
闘
似
－
一
一
柳
糸
｝
。
柳
校
挽
断
腸
牽
断
。

彼
此
応
無
J

続
得
期
」
と
い
う
「
愁
眉
」
「
愁
腸
」
「
断
腸
」

等
の
用
車
問
ん
い
も
た
ら
十
－
一
ュ
ア
ン
ス

K
は
、
小
少
将
の
君
の
「
や

が
て
そ
れ
に
思
ひ
入

b
て
、
身
を
も
う
し
な
ひ
っ
べ
〈
、
あ
え
か

K
わ
h
y
念
き
所
付
い
給
へ
る
ぞ
、
あ
ま
h
y
う
し
ー
ろ
め
た
げ
念
h
y
」

と
い
う
無
力
感
と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
註
釈
類
の
他

K
は
、
紫
式
部
日
記
傍
註
（
壷
井
義
知
）

（
一
七
二
九
）
・
紫
式
部
日
記
講
義
（
長
田
政
孝
）
（
一
八
九
五
）

・
紫
式
部
日
記
精
解
（
関
根
正
直
）
（
一
九
二
四
）
・
日
本
古
典
会

書
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
（
一
九
三
八
）
・
日
本
文
学
大
系
（
岩
波
書
店

刊
）
（
一
九
四
八
）
の
紫
式
部
日
記
念
ど

K
は
、
と
の
「
二
月
ば
か

り
の
し
だ
h
y
柳
」

K
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
念
い
。

さ
て
、
前
記
の
「
二
月
ば
か

b
の
し
だ
h
y
柳
」

K
つ
い
て
一
言
で

も
ふ
れ
て
あ
る
諸
註
釈
書
を
見
る

K
、
さ
す
が

K
一
番
新
し
い
註
釈

書
で
あ
る
だ
け
に
紫
式
部
日
記
全
注
釈
（
萩
谷
朴
）
が
も
っ
と
も
詳

細
で
あ
夕
、
源
氏
物
語
と
の
類
似
点
や
白
氏
文
集
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
ど
指
摘
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
「
二
月
ば
か

b
の
し
だ
h
y
柳
の

さ
ま
し
た

b
」
と
い
う
響
曲
嚇
的
表
現
の
部
分

K
つ
い
て
の
説
明
は
、

ほ
と
ん
ど
念
さ
れ
て
い
念
い
状
態
で
あ
る
。
口
語
訳
で
「
仲
春
二
月

頃
の
枝
垂
柳
と
い
っ
た
風
情
を
し
て
い
る
」
だ
け
で
は
、
具
体
的

K

小
少
将
の
君
の
ど
ん
念
風
情
念
の
か
は
っ
き

b
し
ま
い
。

響
曲
嚇
的
表
現
と
は
、
た
と
え
ば
広
辞
苑
（
新
村
出
）

K
よ
る
と
次

の
如
〈
念
っ
て
い
る
。

〔
ひ
ゆ
〕
（
比
喰
・
管
職
）

一11-

物
事
の
説
明

K
、
と
れ
と
相
類
似



し
た
も
の
を
か
り
て
く
る
こ
と
。
た
と
え
。

張
、
夕
、
頭

K
は
霜
を
戴
〈
」
の
類
。

さ
て
、
と
の
響
犠
的
表
現
は
、
そ
の
た
と
え
ら
れ
た
物
の
実
態
・
性

質
を
誰
も
が
正
確
K
把
握
し
て
b
く
と
と
が
前
提
条
件
と
念
る
も
の

で
、
そ
の
時
は
誤
解
も
起
ら
ず
効
果
的

K
念
る
で
あ
ろ
う
。
広
辞
典

の
引
用
例
で
も
、
「
梓
の
弓
を
張
る
」
と
い
う
事
実
が
ど
ん
念
も
の

で
あ
る
か
知
ら
念
い
者

K
と
っ
て
は
、
腰
が
ど
う
念
っ
て
い
る
か
分

ら
左
い
け
れ
ど
、
弓
の
と
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
者

K
と
っ
て
は
、

腰
が
曲
が
っ
て
い
る
と
と
は
直
ぐ
理
解
で
き
る
。
「
頭
K
は
霜
を
載

く
」
も
、
霜
を
知
ら
念
い
現
代
の
都
会
人
に
は
ぴ
ん
と
と
念
い
か
も

知
れ
念
い
。
念
hv

「
花
の
よ
う
K
美
し
い
人
」
と
い
へ
ば
、
花
の
イ

メ
ー
ジ
は
は
な
や
か
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
は
念
や
か
念
感
じ
の
す

る
人
で
あ
る
と
と
が
分
る
が
、
同
じ
花
で
も
「
水
仙
の
よ
う
友
人
」

と
い
う
場
合
と
「
牡
丹
の
よ
う
念
人
」
と
で
は
そ
の
美
し
さ
が
違
う

の
で
あ
る
。
「
水
仙
の
よ
う
念
人
」
で
あ
れ
ば
清
楚
念
美
し
き
で
あ

り
、
「
牡
丹
の
よ
う
左
人
」
で
あ
れ
ば
濃
艶
な
美
し
さ
の
人
が
想
像

さ
れ
よ
う
。

処
で
、
と
の
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
」
に
つ
い
て
は
、
諸
註

釈
書
と
も
、
そ
の
例
え
ら
れ
た
も
の

K
対
す
る
認
識
が
不
充
分
念
の

で
あ
る
。
単
念
る
言
葉
の
h
F

き
か
え

K
過
ぎ
な
い
よ
う
念
「
二
月
頃

の
し
だ
れ
柳
の
ゃ
う
で
あ
る
」
（
新
釈
紫
式
部
日
記
）
だ
け
で
は
、

小
少
将
が
ど
ん
念
人
か
、
そ
の
具
体
的
説
明
に
は
ま
っ
て
い
左
い
。

多
少
で
も
具
体
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
「
ぁ
へ
か
左
る
さ

ま
左
h
y
」
（
紫
式
部
日
記
註
釈
）
、
「
力
左
〈
念
よ
念
ょ
と
し
た
さ

ま
」
（
三
木
五
百
枝
紫
式
部
日
記
講
義
・
紫
式
部
日
記
全
釈
〉
「
念

よ
左
ょ
と
し
て
美
し
い
さ
ま
」
（
源
氏
物
語
評
釈
）
と
、
わ
ず
か
四

「
腰
に
梓
の
弓
を

、
場
〉

n
H
L
t
、
。
占
：
〉
寸
－
一
ヨ
3学
よ

h
H
3

コ
J
A
E
9
m叩
－

L

「フ

註
釈
書

K
過
ぎ
念
い
。
し
か
も
「
し
だ
れ
柳
」
の
性
格
と
し
て
は
季

節
と
は
関
係
の
念
い
一
般
的
性
格

K
す
ぎ
ま
い
「
あ
え
か
念
さ
ま
」

「
な
よ
念
ょ
と
し
た
さ
ま
」
と
だ
け
し
か
理
解
し
て
い
左
い
。
「
二

月
ば
か
り
の
」
と
い
う
季
節
的
K
限
定
さ
れ
た
条
件
K
は
、
す
べ
て

の
註
釈
書
が
気
づ
い
て
い
左
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
紫
式
部

日
記
講
義
（
三
木
五
百
枝
）
」
で
は
、
「
二
月
頃
の
垂
柳
は
細
や
か

K
芽
の
出
で
て
極
め
て
念
ょ
や
か
念
る
物
念
れ
ば
」
と
説
明
し
て
い

る
け
れ
ど
、
枝
垂
柳
の
「
念
よ
や
か
左
」
性
質
だ
け
を
と
っ
て
「
力

念
〈
念
よ
念
ょ
と
し
た
さ
ま
」
と
理
解
し
て
い
る

K
過
ぎ
念
い
。
切

角
「
細
や
か
に
芽
の
出
で
て
」
と
い
い
念
が
ら
、
そ
の
事
実
が
小
少

将
の
君
の
ど
ん
な
具
体
的
念
姿
念
の
か

K
つ
い
て
は
何
ら
ふ
れ
て
い

左
い
。
「
芽
の
出
で
て
」
い
る
姿
が
重
要
念
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
叉

「
紫
式
部
日
記
全
釈
」
で
も
、
切
角
「
旧
歴
二
月
と
い
へ
ば
春
も
漸

〈
盛
h
J
K
－
な
ろ
う
と
す
る
頃
で
、
柳
の
芽
も
大
き
く
念
h
y
、
早
け
れ

ば
葉
が
少
し
出
て
来
る
頃
で
あ
る
。
」
と
、
旧
歴
二
月
頃
の
枝
垂
柳

の
実
態
を
か
念

b
正
確

K
と
ら
え
て
い
な
が
ら
、
そ
の
事
実
と
小
少

将
の
君
と
を
結
び
つ
け
る
と
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
旧
歴
二

月
頃
の
枝
垂
柳
は
「
紫
式
部
日
記
全
釈
」
の
い
う
よ
う
左
も
の
で
あ

る
う
か
ら
、
「
そ
の
若
々
し
く
み
ず
み
ず
し
い
」
と
い
う
と
と
が
重

要
念
点
で
あ
る
。
た
だ
「
念
よ
左
ょ
と
し
て
い
る
だ
け
念
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
「
二
月
ば
か
り
」
と
と
と
わ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
夏
の
葉
の

茂
っ
た
枝
垂
柳
で
も
念
hv
「
－
な
よ
な
よ
」
と
い
う
形
容
K
ふ
さ
わ
し

か
ろ
う
し
、
冬
枯
の
枝
垂
柳
で
あ
れ
ば
念
b

一
層
「
念
よ
念
よ
」
し

さ
が
表
現
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
冬
の
枝
垂
柳
か
ら
は
「
骨
と
皮

ば
か

b
」
と
で
も
い
っ
た
む
し
ろ
い
た
い
た
し
い
感
じ
の
や
せ
細
っ

た
姿
が
思
い
浮
び
、
夏
の
枝
垂
柳
か
ら
は
細
や
か
ま
感
じ
は
や
や
薄
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邑
現
時
友
に
、

と
の
紫
式
部
日
記
中
の
「
二
月
ば
か
h
y
の
し
だ

b
柳
の



」
右
4
1
ζ

し
て
美
し
い
さ
ま
」

（
源
氏
物
語
評
釈
）
と
、
わ
ず
か
四

ら
ぐ
か
も
知
れ
な
い
。
が
と
の
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
」
か
ら

は
当
然
「
若
々
し
く
み
ず
み
ず
し
い
」
と
共
K
「
細
そ
り
と
左
よ
念

ょ
と
し
た
」
姿
が
想
起
さ
れ
左
け
れ
ば
左
ら
左
い
。

処
で
、
今
一
つ
考
え
左
け
れ
ば
念
ら
左
い
と
と
は
、

ζ

の
警
織
は

「
容
姿
」

K
対
し
て
か
「
性
格
」

K
対
し
て
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
私
は
今
ま
で
は
一
応
「
容
姿
」

K
対
す
る
形
容
の
つ
も
り
で
書

い
て
き
た
。
日
本
古
典
文
学
全
集
の
紫
式
部
日
記
（
中
野
幸
一
）
に

も
「
と
の
薄
幸
の
美
し
い
友
の
容
姿
を
『
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳

の
さ
ま
し
た
り
』
と
、
ま
と
と

K
繊
細
左
比
聡
で
表
現
し
て
い
る
。
」

と
、
は
っ
き
h
ノ
「
容
姿
」
と
と
っ
て
い
る
。
他
の
註
釈
類
も
ほ
ぼ

「
容
姿
」
と
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
紫
式
部
日
記
解
で
は
、

前
記
の
如
く
「
そ
の
物
ζ

と
に
人
の
い
ふ
ま

h
k逆
ら
ふ
事
念
〈
左

よ
念
ょ
と
し
た
る
本
性
を
二
月
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま

K
警
へ
た
る
も
仏

り
」
と
、
そ
の
性
格
と
と
っ
て
い
る
。
私
は
直
接
的

K
は
容
姿
K
関

す
る
墨
田
験
の
語
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
あ
え
か
」
な
「
あ
ま
り

K
も

う
し
ろ
め
た
げ
」
念
そ
の
性
格
を
も
・
た
と
え
た
馨
織
的
表
現
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
文
章
は
ま
ず
「
小
少
将
の
君
は
、
そ
と
は
か
と
左
く
あ

て
K
‘
な
ま
め
か
し
う
二
月
ば
か

b
の
し
だ
り
柳
の
さ
ま
し
た
り
」
で

始
ま
る
が
、
と
れ
は
小
少
将

K
対
す
る
全
体
か
ら
く
る
第
一
印
象
的

－
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
と
に
は
容
姿
と
共
に
性
格
も
か
か
わ
っ
て
い

る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次

K
「
ゃ
う
だ
い
い
と
う
つ
く
し
げ
巴

と
「
容
姿
」

K
つ
い
て
ふ
れ
、
続
い
て
「
も
て
な
し
と
こ
ろ

K
〈
し
」

と
「
態
度
」

K
ふ
れ
、
更
K
「
と
と
ろ
ば
へ
念
ど
も
云
々
」
と
そ
の

「
性
格
」

K
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳

の
さ
ま
し
た
タ
」
と
は
、
容
姿
は
勿
論
、
態
度
、
性
格
を
も
ふ
く
め

た
馨
験
的
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
姿
が
思
い
浮
び
、
夏
の
枝
垂
柳
か
ら
は
細
や
か
左
感
じ
は
や
や
薄

最
後
K
、
と
の
紫
式
部
日
記
中
の
「
二
月
ば
か
り
の
し
だ
り
柳
の

さ
ま
し
た
タ
」
の
表
現

K
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
〈
紫
式
部
日
記
註

釈
（
藤
井
高
尚
・
清
水
宣
昭
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
物

語
の
若
葉
下
K
、
女
三
の
宮
を
形
容
し
た
部
分

K
そ
っ
く
り
の
表
現

が
あ
る
。
す
な
は
ち
「
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
h
y
の
青
柳
の
、
わ
づ

か
K
し
だ
り
は
じ
め
た
ら
む
心
ち
し
て
」
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
処

で
、
源
氏
物
語
の
古
註
釈
書
類
を
始
め
、
現
代
の
多
く
の
註
釈
書
類

で
、
こ
の
問
題

K
ふ
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
だ
「
対

訳
源
氏
物
語
（
佐
成
謙
太
郎
〉
」
（
巻
四
t

二
二

O
頁
）
（
昭
和

二
十
七
年
・
一
九
四
二
刊
）

K
、
「
（
た
と
え
て
見
れ
ば
）
二
月
の

二
十
日
ど
ろ
の
青
柳
が
、
少
し
ば
か

b
み
ど
h
y
の
芽
を
ふ
き
出
し
て

（
そ
れ
に
つ
れ
て
）
枝
を
垂
れ
は
じ
め
た
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、

（
あ
の
左
よ
念
ょ
と
し
た
糸
柳
が
）
鴛
の
羽
風
K
も
乱
れ
る
よ
う
在
、

そ
れ
ほ
ど
弱
弱
し
く
b
見
え

K
な
る
。
」
と
あ
っ
て
わ
ず
か

K
「あ

の
左
よ
念
ょ
と
し
た
青
柳
が
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
の
よ
う
K

「
－
な
よ
な
よ
と
し
た
」
枝
垂
柳
の
一
般
的
性
格
K
ふ
れ
た
も
の
は
あ

る
に
は
あ
る
が
、
「
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
」
と
い
う
季
節
的
条

件
K
つ
い
て
ふ
れ
た
註
釈
書
は
一
つ
も
念
い
。
す
左
は
ち
「
二
月
の

中
の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
わ
づ
か
に
し
だ
り
始
め
た
ら
む
心
地
」

と
は
、
女
三
の
宮
の
ど
の
よ
う
左
状
態
を
具
体
的
に
さ
す
の
か
説
明

し
た
書
は
一
つ
も
左
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
本
文
は
、
「
二
月
の
中

の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
わ
づ
か

K
し
だ
り
始
め
た
ら
む
心
地
し
て
」

を
受
け
て
、
「
鴛
の
羽
風
K
も
乱
れ
ぬ
べ
く
、
あ
え
か

K
見
え
給

ふ
。
」
と
結
ん
で
あ
る
の
で
「
あ
え
か
」
左
状
態
を
示
す
と
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
ぺ
左
沿
「
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
」
と
い
う
季
節

的
条
件
を
無
視
す
る
と
と
は
で
き
念
い
。
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さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
K
、
紫
式
部
日
記
・
源
氏
物
語
を
通

じ
て
、
ど
の
註
釈
書
も
「
二
月
」
と
い
う
季
節
的
条
件
を
無
視
し
て
、

た
だ
一
般
的
念
枝
垂
柳
の
「
‘
な
よ
な
よ
」
と
し
た
性
格
だ
け
を
と

b

あ
げ
て
い
る
が
、

ζ

と
は
当
然
旧
暦
二
月
頃
の
枝
垂
柳
の
状
態
で
あ

る
「
み
ず
み
ず
し
さ
」
「
若
々
し
き
」
を
忘
れ
る
と
と
は
で
き
念
い
。

ナ
念
は
ち
「
小
少
将
の
君
」
や
「
女
三
の
宮
」
の
様
子
は
、
「
旧
暦

自
称
代
名
調

「
ま
ろ
」

現
代
K
於
て
も
日
本
語
の
人
称
代
名
調
は
他
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て

非
常

K
多
種
で
あ
る
が
、
中
古
か
ら
江
戸
時
代
K
は
更

K
様
々
左
人

称
代
名
調
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
称
代
名
詞
は
対
人
関
係
K
よ
っ

て
規
制
さ
れ
、
そ
れ

K
伴
う
敬
語
表
現
と
共

K
、
日
本
語
で
は
重
要

左
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
即
ち
、
鎌
倉
時
代
以
後
の
封
建
制
度
は

厳
格
左
身
分
関
係
、
上
下
の
対
人
関
係
を
作
h
y
あ
げ
た
た
め
に
、
敬

語
表
現
が
複
雑
K
念
り
、
同
時

K
人
称
代
名
調
の
数
も
増
加
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
我
国
K
於
け
る
身
分
関
係
重
視
の
風
潮
は
、
何

も
封
建
制
度
の
産
物
で
は
念
〈
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
体

制
を
確
立
し
た
古
代
か
ら
平
安
初
期
の
王
朝
貴
族
社
会
で
既

K
生
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
称
代
名
調
は
古
代
か
ら
の
社
会

ろ
、
み
、
自
ら
、
身
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
、
わ
た
く
し
の
十
八
種
で
あ

二
月
の
頃
の
枝
垂
柳
」
の
よ
う

K
、
「
み
ず
み
ず
し
く
て
若
々
し
く
、

ま
た
左
よ
念
ょ
と
し
て
い
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

念
hv
一
般
論
と
し
て
も
、
と
の
よ
う
念
書
喰
的
表
現
の
場
合
は
、

そ
の
た
と
え
ら
れ
た
者
の
性
情
を
正
確
に
把
握
し
て
b
か
念
け
れ
ば
、

正
し
い
理
解
も
念
し
得
ず
、
誤
解
を
招
〈
恐
れ
が
あ
る
と
と
を
、
充

分
銘
記
し
て
b
〈
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
本
学
教
授
）

の
性
格
と
変
遷

二
十
六
回
生

佐

野

久

美

子
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制
度
の
反
映
と
も
言
え
、
そ
の
生
滅
の
歴
史
を
追
う
と
と
は
非
常
K

興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

そ
と
で
ま
ず
、
人
称
代
名
調
の
中
で
も
話
者
自
身
の
立
場
を
直
接

感
じ
さ
せ
る
自
称
代
名
調
を
、
『
高
等
国
文
法
新
講
』
『
日
本
文
法

大
辞
典
』
『
国
語
学
辞
典
』
に
よ
・
9
調
査
し
た
結
果
、
四
五
種
数
え

ら
れ
た
。
と
の
う
ち
、
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
『
竹
取
物
語
』
一

『
大
和
一
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
か
げ
ろ
う
日
産
習
場
暢
置

『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
『
狭
・
衣
物
語
』
『
援
中
納
言
物
語
』

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
を
テ
キ
ス
ト
と
す

る）

K
現
わ
れ
る
も
の
は
、
ぁ
、
あ
れ
、
ゎ
、
わ
れ
、

b
の、

b
の

れ
、
b
れ
、
b
れ
ら
、
と
ち
、
と
念
た
、
わ
が
身
、
そ
れ
が
し
、
ま

代
名
詞
と
断
定
す
る
よ
り
も
、
人
名
K
っ
く
接
尾
語
「
ま
ろ
一
と
の
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例
代
名
一
誌
は
古
代
か
ら
の
社
会

ろ
、
み
、
自
ら
、
身
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
、
わ
た
く
し
の
十
八
穫
で
あ

る
。
た
だ
し
と
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
左
性
格
を
持
っ
て

b
b、

す
べ
て
が
当
時
自
称
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
危

険
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
、
『
古
事
記
』
か
ら
『
提
中
納
言
物
語
』
ま

で
時
代
を
通
じ
て
全
般
的

K
相
当
数
現
わ
れ
、
平
安
時
代
以
後
は
明

ら
か
に
自
称
代
名
詞
と
し
て
の
用
法
に
限
定
さ
れ
る
「
ま
ろ
」
は
特

異
で
あ
り
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ま
ろ
」
の
変

遷
及
び
性
格
を
検
討
す
る
次
第
で
あ
る
。

「
ま
ろ
」
の
古
い
例
に
つ
い
て

前K「まろ」は時代を通じて全般的K相当数現われると
記したが、具体的には次表の通りである。

作 口口口 数

古事記 1 

万葉集 2 

竹 取 物 語 。
古今集 。
土佐日記 1 

伊勢物語 1 

大 和 物 語 。
宇津保物語 48 

かげろふ日記 2 

落 窪 物 語 30 

枕 草子 10 

源氏物語 38 

狭衣物語 21 

提中納言物語 9 

宇治拾遺物語 。
言十 163 

す
る
と
、
『
大
和
物
語
』
を
境
と
し
て
数
に
差
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
古

事
記
』
『
万
葉
集
』
『
伊
勢
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
の
五
例
は
自
称

れ、

b
れ、

b
れ
ら
、
と
ち
、
と
－
な
た
、
わ
が
身
、
そ
れ
が
し
、
ま

代
名
詞
と
断
定
す
る
よ
り
も
、
人
名

K
っ
く
接
尾
語
「
ま
ろ
」
と
の

関
連
が
強
い
よ
う

K
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
文
献
に
現
わ
れ
る
最
古
の
「
ま
ろ
」
は
、
『
古
事
記
』
の

歌
謡
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

t

カ

し

ム

よ

〈

す

古

来

日

み

き

う

ま

白
臨
時
に
生
に
横
白
を
作
り
横
自
に
醸
み
し
大
御
酒
甘
ら
に

ミ

色

を

・

・

ち

聞
こ
し
以
ち
食
せ
ま
ろ
が
親

と
い
う
も
の
で
、

ζ

の
「
ま
ろ
が
ち
」
の
「
ま
ろ
」
を
自
称
代
名
調

と
見
て
「
私
の
天
皇
様
」
と
解
す
る
と
と
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ

り
、
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
通
じ
て
、

他
に
「
ま
ろ
」
の
例
が
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
と
の
「
ま
ろ
」

は
、
自
称
代
名
詞
と
限
定
す
る
よ
り
も
、
人
麻
目
左
ど
と
い
っ
た
人

名
に
つ
く
接
尾
語
の
「
ま
ろ
」
を
自
称
代
名
詞
が
わ
り
に
用
い
て
親

し
み
を
と
め
た
表
現
と
い
う
見
方
の
方
が
自
然
で
は
念
い
か
と
思
わ

れ
る
。次

に
、
万
葉
集
の
巻
十
の
二

O
三
三
を
見
る
と
、
「
天
の
河
安
の

河
原
に
定
ま
り
て
神
競
者
磨
待
無
」
と
い
う
歌
が
あ
夕
、
と
の
「
磨
」

を
、
「
万
葉
集
大
成
』
及
び
「
万
葉
集
注
釈
』
で
は
「
麿
」
す
‘
な
わ

ち
「
麻
呂
」
と
解
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
異
説
も
多
く
断
定
し
難
い
。

と
れ

K
対
し
て
、
巻
九
の
一
七
八
三
の

「
松
反
h
y
し
ひ
て
あ
れ
や
は
三
粟
の
中
上
h
y
来
ぬ
麿
と
い
ふ
奴
」

と
い
う
歌
に
は
確
実
な
「
ま
ろ
」
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
念

が
ら
と
の
「
ま
ろ
」
が
自
称
代
名
詞
で
あ
る
可
能
性
は
甚
だ
少
念
い
。

む
し
ろ
、

ζ

の
場
合

K
も
「
古
事
記
』
の
例
と
は
内
容
が
異
念
る
が
、

人
名
に
つ
く
「
ま
ろ
」
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
夕
、
夫
の

名
が
「
麿
」
も
し
く
は
「
何
々
麿
」
だ
っ
た
の
で
妻
が
愛
称
の
よ
う

に
そ
う
呼
ん
だ
の
で
は
左
い
か
と
い
う
推
察
で
あ
る
。
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