
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
上
巻
﹁
数
知
ら
ず
﹂
の
贈
答
歌
の
真
意

王

穎

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
上
巻
﹁
二
三
﹂
﹁
か
り
の
卵
を
十
重
ね
て
、

子
に
贈
る
﹂
段(

１
)

に
、
夫
兼
家
の
妹
で
あ
る
東
宮
︵
後
の
冷
泉
帝
︶
女
御

子
と

作
者
と
の
歌
の
贈
答
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
面
は
、
作
者
が
卵
の
十
重
ね
を
卯
の
花
に
結
び
付
け
、
手
紙
と
一
緒
に

子
に
贈
る

こ
と
を
始
め
と
し
て
、

子
は
そ
れ
に
対
し
て
返
歌
を
贈
り
、
最
後
に
作
者
の
返
歌
を
も
っ
て
や
り
と
り
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。

子

数
知
ら
ず
思
ふ
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
十
か
さ
ぬ
る
も
も
の
と
や
は
見
る

作

者

思
ふ
ほ
ど
知
ら
で
は
か
ひ
や
あ
ら
ざ
ら
む
か
へ
す
が
へ
す
も
数
を
こ
そ
見
め

こ
の
贈
答
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
註
釈
書
の
説
明
を
概
観
し
て
み
る
と
、︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀
で
は
﹁
﹃
鳥
の
子
﹄
の
歌
︵
王
注
：

﹁
鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
重
ぬ
と
も
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
か
は
﹂
︶
を
踏
ま
え
て
言
う
。
た
と
え
卵
を
十
重
ね
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
思
っ
て

く
れ
な
い
人
を
思
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
お
り
卵
は
十
重
な
っ
た
、
そ
れ
な
ら
ば
思
っ
て
く
れ
な
い
人
を

思
う
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
わ
け
だ
、
の
意
と
な
る
。
本
歌
を
た
く
み
に
利
用
し
て
、
あ
な
た
は
思
っ
て
く
だ
さ
ら
な
く
て
も
、
わ
た
し
は
あ
な

た
を
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
述
べ
た
一
種
の
遊
戯
的
表
現
﹂
と
す
る
。
同
様
の
解
釈
は
︿
日
本
古
典
文
学
大
系(

２
)

﹀
、
﹃
蜻
蛉
日
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記
全
註
釈(

３
)

﹄
、﹃
蜻
蛉
日
記
新
註
釈(

４
)

﹄
、︿
新
潮
日
本
古
典
集
成(

５
)

﹀
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、﹃
蜻
蛉
日
記
全
註
釈
﹄
は

子
に
﹁
ひ
と
ふ
し
ひ
ね
っ

た
恨
み
言
を
い
う
の
が
作
者
の
本
意
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
が
、︿
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀
で
は
﹁
兼
家
と
の
仲
が
﹃
よ
に
心
ゆ
る
び
な
き
﹄
苦

し
い
は
か
な
い
関
係
で
あ
る
事
を
そ
の
妹
な
る
東
宮
御
息
所
に
訴
え
る
﹂
と
し
て
い
る
。

右
の
諸
注
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
村
井
順
の
説
で
あ
る
。
村
井
は
﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
全
評
解(

６
)

﹄
に
お
い
て
、
卵
を
重
ね
る
こ
と
は

﹁
ひ
も
で
く
く
れ
ば
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
﹂
・
﹁
こ
の
よ
う
に
作
者
と
い
う
女
性
は
、
自
分
の
作
品
を
人
に
見
せ

び
ら
か
し
た
が
る
人
で
あ
る
﹂・﹁
顕
示
欲
の
強
い
人
な
の
だ
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
、
宮
中
の
物
の
怪
が
ひ
ど
か
っ
た
た
め
、﹁

子
に
は
、
﹃
か
ず
し
ら
ず
思
ふ
心
﹄
が
絶
え
な
か
っ
た
の
だ
﹂
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
﹁
か
ず
し
ら
ず
﹂
の

子
の
歌
を
﹁
数
限
り
な
く
物
思
い

の
あ
る
私
の
心
に
比
べ
て
み
ま
す
と
、
卵
を
十
個
重
ね
る
ぐ
ら
い
は
、
物
の
数
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
﹂
と
訳
し
、
作
者
の
﹁
思
ふ
ほ
ど
﹂
の
返
歌

を
、﹁
あ
な
た
は
限
り
な
く
物
思
い
が
あ
る
と
仰
せ
で
す
が
、
そ
の
ご
心
配
の
程
度
を
知
ら
な
く
て
は
、
か
い
が
な
い
で
し
ょ
う
。
返
す
返
す
数

多
く
ご
心
配
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
内
容
を
、
お
伺
い
し
た
い
も
の
で
す
。
﹂
と
訳
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
の
歌
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、﹁
数
知
ら
ず
﹂
の
歌
を
﹁
あ
な
た
︵
作
者
︶
を
思
う
私
︵

子
︶
の
心
﹂
と
解
釈
し
、﹁
思

ふ
ほ
ど
﹂
の
歌
を
﹁
私
︵
作
者
︶
を
思
っ
て
い
る
あ
な
た
︵

子
︶
の
心
﹂
と
解
訳
す
る
説
と
、﹁
数
知
ら
ず
の
歌
﹂
を
﹁
数
限
り
な
く
物
思
い

の
あ
る
私
︵

子
︶
の
心
﹂
と
解
釈
し
、﹁
思
ふ
ほ
ど
﹂
を
﹁
限
り
な
く
物
思
い
が
あ
る
あ
な
た
︵

子
︶
の
心
﹂
と
解
釈
す
る
説
と
、
大
き
く

分
け
て
二
つ
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
に
あ
ら
わ
れ
る
歌
の
や
り
と
り
は
、
こ
の
何
れ
の
説
に
従
っ
て
も
、
ど

う
も
非
常
に
唐
突
で
、
不
自
然
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

歌
の
解
釈
を
す
る
前
に
、
ま
ず
﹁
か
り
の
卵
を
十
重
ね
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
﹁
か
り
の
卵
を
十
重
ね
る
﹂
と
い

う
こ
と
は
、
一
般
的
に
中
国
の
﹃
史
記
﹄
に
あ
る
﹁
累
卵
﹂
の
故
事
か
ら
来
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
﹃
史
記(

７
)

﹄
巻
七
十
九
の
﹁
范
雎
蔡
澤
列
伝

第
十
九
﹂
に
﹁
曰
、
秦
王
之
国
、
危
於
累
卵
。
得
臣
則
安
。
﹂︵
訳
：

曰
ふ
、
秦
王
の
国
は
、
累
卵
よ
り
危
し
。
臣
を
得
ば
則
ち
安
か
ら
ん
。
︶
と

あ
っ
て
、
こ
こ
で
﹁
累
卵
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
﹁
危
な
い
こ
と
﹂
の
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
て
か
ら
、
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ど
う
も
﹁
累
卵
﹂
の
意
味
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
﹁
累
卵
﹂
の
故
事
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
和
歌
は
、
﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
古

今
和
歌
六
帖
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

・
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
五
十
段(

８
)

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
、

鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
思
は
ぬ
ひ
と
を
思
ふ
も
の
か
は

・
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
四
上
巻(

９
)

と
り
の
こ
を
と
を
つ
ゝ
と
を
は
か
さ
ぬ
と
も
人
の
こ
ゝ
ろ
を
い
か
ゝ
た
の
ま
ん
︵
紀
友
則
︶

こ
の
二
首
の
歌
の
意
味
は
多
少
異
な
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
両
方
と
も
﹁
鳥
の
子
を
十

づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
﹂
と
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、﹁
累
卵
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
危
う
い
こ
と
﹂
の
た
と
え
で
は

な
く
、
﹁
難
し
い
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
そ
し
て
、
﹁
鳥
の
子
を
十
重
ね
る
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
当
時
の
和
歌
の
世
界
で
一

般
的
に
﹁
鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
⋮
⋮
﹂
と
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
、
つ
ま
り
、﹁
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
⋮
⋮
﹂

と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
か
り
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
作
者
は
﹁
手
ま
さ
ぐ
り
に
﹂
か
り
の
卵
を
十
重
ね
て
い

た
時
に
、﹁
鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
⋮
⋮
﹂
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
﹁
⋮
⋮
﹂
の
部
分
に
は
、
作
者
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

作
者
が

子
と
こ
の
歌
の
や
り
と
り
を
行
っ
た
時
の
状
況
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
前
の
年
、
康
保
三
年
八
月
に
、
作
者
は
夫
の
兼
家
と

夫
婦
喧
嘩
を
し
、
兼
家
は
﹁
端
の
か
た
に
歩
み
出
で
て
、
幼
き
人
を
呼
び
出
で
て
、﹃
わ
れ
は
い
ま
は
来
じ
と
す
﹄
な
ど
言
ひ
お
き
て
、
出
で
に

け
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
兼
家
は
し
ば
ら
く
の
間
、
作
者
の
家
か
ら
姿
を
消
し
た
。
そ
の
た
め
、
作
者
は
兼
家
と
の
関
係
を
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一
層
は
か
な
く
思
い
、
一
緒
に
い
て
も
﹁
胸
つ
ぶ
ら
は
し
﹂
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
﹁
か
う
も
の
は
か
な
き
身
の
上
﹂
を
神
仏
に
訴

え
る
た
め
に
、
稲
荷
と
賀
茂
へ
参
詣
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
そ
の
頃
兼
家
は
ほ
と
ん
ど
作
者
の
家
に
訪
れ
て
い
な
い
こ
と
も

記
事
か
ら
窺
え
る
。

こ
う
い
う
状
況
に
お
い
て
、
作
者
は
﹁
手
ま
さ
ぐ
り
に
﹂
か
り
の
子
を
十
重
ね
、
そ
れ
を

子
に
贈
り
、
そ
こ
か
ら
二
人
の
歌
の
や
り
と
り

が
始
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
考
え
た
上
で
あ
ら
た
め
て
諸
注
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、︿
大
系
﹀
の
説
に
一
理
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
夫
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
、
﹁
手
ま
さ
ぐ
り
﹂
に
か
り
の
卵
を
十
重
ね
て
い
た
作
者
は
、
﹁
鳥
の
子
を
十
重

ね
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
あ
の
人
は
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
よ
。
人
の
心
は
本
当
に
頼
り
に
な
ら
な
い
も
の

だ
な
あ
﹂
と
自
分
の
身
の
上
を
悲
し
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
卯
の
花
に
結
び
付
け
た
十
重
な
っ
た
こ
の
か
り
の
卵
と
い
っ
し
ょ
に
、
作
者

は
自
分
の
寂
し
い
・
悲
し
い
・
は
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
複
雑
な
気
持
ち
を
兼
家
の
妹

子
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
相
手
が

子
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
等
に
よ
る
と
、

子
は
兼
家
の
妹
で
あ
り
、
冷
泉
天
皇
が
皇
太
子
で
あ
る
時

の
御
息
所
で
あ
る
が
、
冷
泉
天
皇
即
位
後
の
安
和
元
年
十
二
月
七
日
、
御
匣
殿
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

子
は
作
者
の
夫
兼
家

の
妹
で
あ
り
、
冷
泉
天
皇
の
妃
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、﹃
公
卿
補
任
﹄
等
に
よ
る
と
、
兼
家
は
康
保
四
年
二
月
五
日
春
宮
亮
で
、
六
月
十
日
蔵
人

頭
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
兼
家
は
冷
泉
天
皇
に
側
近
と
し
て
仕
え
、
冷
泉
の
即
位
と
と
も
に
昇
進
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ

ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
兼
家
と
兄
妹
・
主
従
の
二
重
の
関
係
を
持
っ
て
い
る

子
は
、
兼
家
と
作
者
の
関
係
を
よ
く
知
っ
て
い
る

可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
兼
家
が
そ
の
頃
ほ
と
ん
ど
作
者
の
家
に
訪
ね
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
東
宮
の
御
息
所
た
る

子
な
ら
、
東
宮
の
側
近
に
仕
え
て
い
る
兼
家
の
こ
と
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
作

者
は
卵
の
十
重
ね
を

子
に
贈
り
、
自
分
の
気
持
ち
を

子
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
東
宮
の
御
息
所
に
も
な
れ
た
人
で
あ
る
か

ら
、﹁
鳥
の
子
﹂
の
十
重
ね
の
意
味
が
よ
く
わ
か
る
に
間
違
い
な
い
。
そ
の
上
、
作
者
と
兼
家
の
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
以
上
、
作
者
の
気
持
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ち
を
と
っ
さ
に
見
抜
い
た
に
違
い
な
い
。

な
ら
ば
、
作
者
の
気
持
ち
に
応
え
て
贈
ら
れ
た

子
の
﹁
数
知
ら
ず
﹂
の
返
歌
は
、
﹁
あ
な
た
を
思
っ
て
い
る
私
の
気
持
ち
に
比
べ
ま
す
と
、

十
個
重
ね
た
卵
な
ど
物
の
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
と
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
頃
の
作

者
は
兼
家
と
の
関
係
を
は
か
な
く
思
い
、
不
安
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況
下
に
お
け
る
女

に
と
っ
て
、
最
も
望
ん
で
い
る
の
は
﹁
友
人
の
思
い
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
相
手
の
男
の
思
い
﹂
で
あ
ろ
う
。
同
じ
女
の
身
で
あ
り
、
さ
ら
に
作

者
の
状
況
も
よ
く
知
っ
て
い
る

子
が
、
作
者
の
望
ん
で
い
る
も
の
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
大
胆
に
推
測
さ
せ

て
も
ら
え
ば
、﹁
数
知
ら
ず
﹂
の
歌
で
一
見

子
は
﹁
あ
な
た
を
思
っ
て
い
る
私
の
心
﹂
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
当
は
﹁
あ
な
た

を
思
っ
て
い
る
あ
の
人
︵
兼
家
︶
の
心
﹂
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
よ
う
に
、﹁
思
ふ
ほ
ど
﹂
の
歌
で
、
作
者
は
﹁
あ
な
た
︵

子
︶

が
私
を
思
っ
て
い
る
ほ
ど
﹂
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、﹁
あ
の
人
︵
兼
家
︶
が
私
を
思
っ
て
い
る
ほ
ど
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
や
り
と
り
の
中
で
、

子
は
兼
家
の
代
弁
者
と
し
て
登
場
し
、
作
者
の
気
持
ち
を
受
け
止
め
、
そ
れ
に
応
え
て
返
歌
を
贈
っ

た
と
い
う
解
釈
が
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

﹁
い
く
ら
こ
ん
な
ふ
う
に
う
ま
く
か
り
の
卵
の
十
重
ね
が
で
き
た
と
し
て
も
、
あ
の
人
は
わ
た
し
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
る
は
ず
が
な
い

で
あ
ろ
う
。
人
の
心
っ
て
本
当
に
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
だ
な
あ
﹂︵
こ
の
場
合
、
踏
ま
え
た
歌
の
下
の
句
は
﹁
人
の
心
を
い
か
が
頼
ま
む
﹂
︶

と
悲
し
み
な
が
ら
、
作
者
は
こ
の
卵
の
十
重
ね
を
卯
の
花
に
結
び
つ
け
、

子
に
贈
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

子
は
﹁
数
限
り
な
く
あ
な

た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
あ
の
人
︵
兼
家
︶
の
心
に
比
べ
ま
す
と
、
十
個
重
な
っ
た
卵
な
ど
、
物
の
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
人
︵
兼

家
︶
の
御
好
意
と
は
桁
違
い
で
す
よ
﹂
と
い
う
返
歌
を
贈
り
、﹁
そ
ん
な
こ
と
︵
あ
の
人
が
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
な
い
こ
と
︶
な
ん

て
あ
り
ま
せ
ん
こ
と
よ
。
あ
の
人
は
あ
な
た
の
こ
と
を
と
て
も
大
事
に
思
っ
て
い
ま
す
わ
よ
。
﹂
と
作
者
を
慰
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
作

者
は
﹁
あ
の
人
は
ど
の
く
ら
い
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
あ
り
ま
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せ
ん
。
あ
の
人
が
数
限
り
な
く
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
そ
の
程
度
︵
証
拠
︶
を
お
示
し
い
た
だ
き

た
い
で
す
ね
﹂
と
い
う
よ
う
な
歌
を
返
し
た
。

も
し
こ
う
い
う
説
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
全
体
的
な
流
れ
か
ら
見
て
も
、
唐
突
感
が
少
な
く
な
り
、
も
っ
と
自
然
に
な
る
。
そ
し
て
、
作
者

の
心
理
的
状
況
お
よ
び

子
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
も
、
こ
う
い
う
解
釈
は
よ
り
女
心
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
︵

︶
本
稿
に
お
け
る
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
本
文
引
用
は
、
︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀
︵
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
一
〇

1
月
︶
に
よ
る
。
節
の
数
及
び
見
出
し
も
同
書
に
よ
る
。

︵

︶
︿
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
︵
川
口
久
雄
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
一
月
︶
。

2
︵

︶
﹃
蜻
蛉
日
記
全
註
釈
﹄
︵
柿
本
奨
著
、
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
八
月
︶
。

3
︵

︶
﹃
蜻
蛉
日
記
新
注
釈
﹄
︵
大
西
善
明
著
、
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
一
一
月
︶
。

4
︵

︶
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
︵
犬
養
廉
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
︶
。

5
︵

︶
﹃
か
げ
ろ
ふ
日
記
全
評
解
﹄
︵
村
井
順
著
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
七
年
一
一
月
︶
。

6
︵

︶
﹃
新
訳
漢
文
大
系

第

巻

史
記
九
︵
列
伝
二
︶
﹄
︵
水
沢
利
忠
著
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
︶
。

7

89

︵

︶
︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀
﹃
伊
勢
物
語
﹄
︵
福
井
貞
助
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
一
二
月
︶
。

8
︵

︶
﹃
校
證

古
今
和
歌
六
帖
︵
下
︶
﹄
︵
石
塚
龍
麿
稿
・
田
林
義
信
編
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
四
月
︶
。

9

︵
お
う
・
え
い
／
南
京
師
範
大
学
大
学
院
学
生
・
本
学
交
換
留
学
生
︶
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