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一
　
は
じ
め
に

『
紫
式
部
日
記
』
と
『
紫
式
部
集
』
は
、
掛
け
値
な
し
に
文
学
史
上
に
お
い
て
格
別
の
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。
な
に
せ
と

も
に
『
源
氏
物
語
』
作
者
に
よ
る
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
文
学
史

0

0

0

を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の

受
容
史

0

0

0

・
研
究
史

0

0

0

が
堅
牢
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
他
の
日
記
・
私
家
集
は
比
肩
す
べ
く
も
な
い
は
ず
で

あ
る
。

廣
田
收
・
久
保
田
孝
夫
と
と
も
に
『
紫
式
部
集
』（
以
下
『
集
』
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）
の
資
料
集
・
論
文
集
の
計
二

冊
を
編
ん
だ
際
、
と
も
に
巻
末
の
付
録
と
し
て
「
紫
式
部
・
紫
式
部
集
研
究
年
表
」
を
掲
載
し
た
。『
紫
式
部
日
記
』（
以
下

『
日
記
』）『
集
』
関
連
の
論
考
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
し
ぼ
っ
て
も
、
ま
た
単
著
を
一
と
数
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
七
〇
七
編
と
一
二
三
編
、
計
八
三
〇
編
に
の
ぼ
る）

注
注（

。『
集
』
の
注
釈
書
に
限
定
し
て
も
一
〇
冊
。『
源
氏
物
語
』
が
そ
の
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ま
た
『
日
記
』
は
『
日
記
』
で
、
紫
式
部
の
思
弁
（
た
と
え
ば
「
身
」
と
「
心
」
の
問
題
）
な
ど
で
説
か
れ
た
り
、
紫
式
部

そ
の
人
を
論
ず
る
こ
と
に
集
中
し
が
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
歴
史
学
者
の
参
入
あ
る
い
は
歴
史
的
視
点
の
導
入
に
よ
っ
て
、

「
記
録
」
と
し
て
の
位
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、
堅
牢
な
研
究
史
が
そ
の
作
品
の
文
学
史
上

の
位
置
づ
け
を
よ
り
確
固
た
ら
し
め
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
動
向
を
中
心
に
『
日
記
』
と
『
集
』
の
現
状
の

問
題
点
を
検
討
し
た
い
。

二
　『
紫
式
部
日
記
』
成
立
論
の
さ
き
に
あ
る
も
の

『
紫
式
部
日
記
』
は
、
い
わ
ゆ
る
黒
川
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
〔
黒
―
二
七
〕）
の
発
見
、
諸
注
釈
の
底
本
へ
の
採
用
が
定
着

し
て
以
来
、
テ
キ
ス
ト
の
問
題
は
発
生
し
て
い
な
い
。
国
宝
『
紫
式
部
日
記
絵
巻
』
の
詞
書
）
注
注（

、
古
代
学
協
会
蔵
『
絵
巻
』
断

簡
な
ど
が
鎌
倉
時
代
の
本
文
を
伝
え
る
の
み
で
、
他
の
諸
本
は
近
世
の
写
本
で
し
か
な
い
。
黒
川
本
も
、
印
記
に
よ
れ
ば
、

稲
廼
舎
（
日
下
田
足
穂
、
一
八
一
四
～
一
八
九
〇
）
か
ら
黒
川
文
庫
（
黒
川
真
頼
、
一
八
二
九
～
一
九
〇
六
）
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
、
江
戸
後
期
も
幕
末
に
ち
か
い
こ
ろ
の
写
本
で
し
か
な
か
ろ
う
。
最
善
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
写
も
多
量
に
あ
り
、

諸
本
の
な
か
で
の
相
対
的
位
置
づ
け
に
過
ぎ
な
い
。

平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
の
「
日
記
」
の
多
く
は
古
写
本
に
恵
ま
れ
ず
、
古
筆
切
も
名
物
切
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
以
外
は
ほ

と
ん
ど
そ
の
存
在
を
聞
か
な
い
し
、
江
戸
期
の
中
後
期
の
写
本
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
和

歌
・
物
語
な
ど
に
比
べ
て
み
る
と
歴
然
な
の
だ
が
、
写
本
の
総
量
は
格
段
に
少
な
く
、
江
戸
時
代
を
遡
る
写
本
に
遭
遇
す
る

こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
古
筆
切
も
、
和
歌
切
に
く
ら
べ
て
少
な
い
と
い
わ
れ
る
物
語
切
で
す
ら
、
二
〇
〇
、
三
〇
〇

冒
頭
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
の
表
現
を
借
り
た
『
伊
勢
集
』
に
し
て
、
わ
ず
か
二
冊
（
関
根
ほ
か
『
伊
勢
集
全
釈
』、
秋
山

ほ
か
『
伊
勢
集
全
注
釈
）
注
注（

』）
で
あ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
質
量
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

『
日
記
』
と
『
集
』
は
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
作
品
と
い
う
要
素
が
強
く
作
用
し
、『
源
氏
』
を
解
釈
す
る
た
め
に
『
日

記
』『
集
』
が
援
用
さ
れ
た
り
、『
日
記
』『
集
』
を
論
ず
る
に
も
『
源
氏
』
が
常
に
存
在
感
を
も
っ
て
背
後
に
君
臨
し
て
い

た
り
す
る
。
い
わ
ば
『
源
氏
』
の
光
輝
の
反
照
と
し
て
両
作
品
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

文
学
史
上
当
然
の
問
題
で
あ
り
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。『
源
氏
』『
日
記
』『
集
』
の
三
者
の
論
は
今
後

と
も
密
接
に
関
連
し
合
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
『
集
』
を
め
ぐ
っ
て
、

作
品
そ
れ
自
体
が
研
究
対
象
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、『
源
氏
物
語
』
作
者
の
伝
記
資
料
と
し
て
便
利
使
い
さ
れ
つ
づ

け
て
き
た
こ
と
も
こ
の
作
品
を
不
幸
に
し
て
き
た
一
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
注
注（

。

と
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
総
括
し
た
の
が
二
〇
〇
八
年
五
月
だ
っ
た
。『
紫
式
部
集
大
成
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
研
究
者

た
ち
が
そ
の
基
礎
資
料
に
ふ
れ
や
す
く
な
り
、『
集
』
も
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
乗
る
べ
き
段
階
に
至
っ
た
と
判
断
し
た
編
者
た

ち
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、

『
紫
式
部
集
』
は
、
か
つ
て
は
伝
記
研
究
の
資
料
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
研
究
の
端
緒
が
あ
っ
た
。
本
集
を

そ
の
束
縛
か
ら
解
き
放
ち
、
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
対
象
化
し
た
い
と
い
う
の
が
、
か
ね
て
か
ら
著
者
三
人
に
共

通
す
る
願
い
で
あ
っ
た
）
注
注（

。

と
書
か
れ
た
の
が
二
〇
一
四
年
五
月
。
右
か
ら
わ
ず
か
な
が
ら
時
日
を
経
過
し
て
、
大
勢
は
変
わ
り
な
い
も
の
の
、「
伝
記

資
料
と
し
て
便
利
使
い
」
す
る
と
い
う
状
況
か
ら
は
や
や
脱
し
つ
つ
あ
る
か
に
も
見
え
る
。


