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本
書
は
、〈
本
編
〉
に
お
い
て
『
紫
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
の
論
考
十
三
編
を
収
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
も
っ
て
一
つ
の
章
と
し
た
。

ま
た
、
十
三
の
章
を
適
宜
分
か
ち
て
、
三
部
構
成
と
し
た
。

第
一
部
（
七
章
）
は
、「『
紫
式
部
日
記
』
の
成
立
」
と
題
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
形
態
お
よ
び
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
究
し
た
も
の
を

ま
と
め
、
第
二
部
（
四
章
）
は
、「『
紫
式
部
日
記
』
の
諸
相
」
と
題
し
て
、
本
作
品
の
文
学
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
自
由
に
論
じ
た
も

の
を
、
そ
し
て
第
三
部
（
二
章
）
に
は
、「
紫
式
部
の
影
像
」
と
題
し
て
、
紫
式
部
の
著
作
方
法
お
よ
び
史
的
存
在
性
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
を
置
い
た
。
第
一
部
第
二
章
か
ら
第
二
部
第
十
一
章
に
か
け
て
の
配
列
は
、
発
表
年
月
順
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

第
一
部
の
章
数
が
過
半
を
占
め
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
研
究
は
形
態
論
に
始
ま
り
、
同
じ
く
形
態
論
に
終
わ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
形
態
論
は
、
作
品
の
原
形
か
ら
現
存
形
態
に

至
る
成
立
事
情
の
究
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
執
筆
意
図
・
表
現
・
構
造
・
読
者
意
識
・
作
者
等
諸
要
素
に
つ
い

て
の
検
討
が
当
然
な
が
ら
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
検
討
が
お
の
ず
と
形
態
の
究
明
に
寄
与
す
る
と
い
う
関
係
に

な
っ
て
い
る
（
本
書
第
一
章
「
一
」）。

研
究
の
始
発
時
に
お
い
て
は
、
正
面
か
ら
こ
の
難
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
部
に
収
め
る
六
編
（
第
一
章
を

除
く
）
の
発
表
年
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
収
ま
る
。
四
十
年
か
ら
三
十
余
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
古
色
蒼
然
、
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
間
に
独
自
の
体
系
的
形
態
論
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
後
も
、『
紫
式
部
日
記
』
の
一
部
ま
た
は
周
辺
を
さ
ま
よ
う
長
い
年
月
を
送
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
部
・
第
三
部
）。
こ
の
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付
し
、
さ
ら
に
「
注
」
に
お
け
る
出
典
の
表
記
方
法
を
改
め
、
加
え
て
一
部
の
文
末
表
現
を
改
め
る
な
ど
の
手
を
加
え
た
。
し
か
し
、
一

書
と
し
て
の
一
貫
性
を
疑
わ
せ
る
事
態
が
生
じ
て
も
、
文
脈
お
よ
び
結
論
を
改
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
。

「
付
編
」
収
載
の
事
情
に
つ
い
て
は
、「
あ
と
が
き
」
に
記
し
た
。

間
に
刊
行
さ
れ
た
次
の
優
れ
た
研
究
成
果
な
ど
を
、
た
だ
横
目
で
見
る
ほ
か
は
な
い
体
た
ら
く
で
あ
っ
た
。

福
家
俊
幸
『
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）

原
田
敦
子
『
紫
式
部
日
記 

紫
式
部
集
論
考
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）

村
井
幹
子
『
紫
式
部
日
記
の
作
品
世
界
と
表
現
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
三
月
）

増
田
繁
夫
『
評
伝 
紫
式
部
─
世
俗
執
着
と
出
家
願
望
─
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
年
五
月
）

と
は
言
え
、
そ
の
間
、
明
確
な
形
に
は
な
ら
な
い
な
が
ら
も
、
朦
朧
と
し
た
意
識
下
に
時
々
浮
か
ん
で
は
消
え
る
幻
影
が
あ
り
、
こ
れ

を
今
回
と
り
あ
え
ず
大
雑
把
に
掬
い
取
っ
て
み
た
の
が
、
第
一
部
第
一
章
「
二
」
～
「
七
」
の
発
想
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
書
刊
行

の
契
機
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
私
の
歩
み
は
、
お
お
よ
そ
三
期
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
さ
に
暗
中
模
索
、
試
行
錯
誤
、
右
往
左
往
の
連

続
だ
っ
た
第
一
期
（
ほ
ぼ
本
書
第
一
部
）。
成
立
過
程
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
得
な
か
っ
た
第
二
期
。
そ
し
て
、
最
新
の
研
究
成
果
に
触
発
さ

れ
て
成
立
過
程
へ
の
新
し
い
着
想
を
得
た
第
三
期
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
た
め
に
、「
第
一
章
」
と
「
第
二
章
以
下
第
七
章
ま
で
及
び
第
十
一
章
」
と
の
間
に
は
、
考
察
の
結
果
に
齟

齬
を
き
た
す
記
述
が
一
部
見
ら
れ
る
が
、
暗
中
模
索
、
試
行
錯
誤
、
右
往
左
往
の
実
態
を
記
録
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
整
合
性
を
求
め
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
で
指
摘
し
た
事
実
（
の
可
能
性
）
は
、
観
点
を
変
え
て
み
る
な
ら
立
論
当
初
と
は
相
違
す
る
相

貌
を
示
す
こ
と
が
あ
り
得
る
、
と
の
思
い
か
ら
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
い
ず
れ
も
第
一
章
「
二
」
～
「
七
」
の
着
想
・
仮
説
に
収
束
す

る
可
能
性
を
十
分
に
含
ん
で
い
る
、
と
の
見
通
し
ゆ
え
と
も
言
え
よ
う
か
。

な
お
、
本
書
中
の
各
章
の
表
題
、
内
容
と
も
に
原
則
的
に
初
出
時
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
編
成
上
の
都
合
お
よ
び
一
書
と
し
て

の
統
一
を
図
る
た
め
に
、
各
章
表
題
の
一
部
語
句
を
改
変
し
、
ま
た
各
章
を
複
数
の
節
に
分
け
て
見
出
し
が
な
か
っ
た
も
の
に
は
そ
れ
を


