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『
和
泉
式
部

日
記
』
成
立

の
背
景

坂

本

信

道

日
記
と
は
自
ら
の
見
聞

に
も
と
つ
く
事
実
を
記
し
た
も

の
で
あ
り
、
き

わ
め

て
自
照
的
な
も
の
と
い
う
の
が
、
大
方

の

一
致
し
た
見
解

で
あ
ろ
う
。

た
し
か

に
、

現
在

わ
れ
わ
れ
が
綴

る
日
記
は
そ
う
し
た
た
ぐ
い

の
も

の
で
あ
る
し
、
平

安
時
代

以
降

の
公
卿

の
漢
文

日
記

の
場

合
は
、
事
実

に
沿

っ
た
日
録

と
い
う
点

に
お

い
て
、
同
様

の
性
格
を
持

つ
と

い
え
よ
う
。

し
か
し
、
女
流
仮
名

日
記
と

呼
ば
れ

る
も

の
を
、
「
日
記
」
の
名

の
も
と

に

一
括
し
、
事
実

や
体
験

に
即
し

た

自
照
的
な
作
品
と

い
う
観
点

か
ら
の
み
論
ず

る
こ
と

は
、

や
や
も
す
れ
ば
片
手

落
ち
な
と

こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
描
か
れ
た

こ
と
す

べ
て
を
事
実

に
即
し

て
い
る
と
考

え
、
記
録
類
と
照
ら
し
あ
わ
せ

て

一
致
し
な

い
こ
と
を
、

作
者

の
勘
違

い
や
忘
却

の
せ
い
と
す
る

の
は
問
題
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

日
記

の
事
実
性

・
自
照
性
と

い
う

こ
と

は
ひ
と
ま
ず
措

い
て
、
日
記
を
執
筆

し

公
開
す
る
に
あ

た

っ
て
作
者

の
用

い
た
表
現
技

巧
に

つ
い

て
も
考

え
て
み
る
必

要

が
あ
る
の

で
は
な

い
か
。
た
と
え
ば
自
照
的

な
女
流

日
記
の
代
表

の
ご
と

く

い
わ
れ
る

『
蜻
蛉

日
記
』

に
し

て
も
、

か
く
あ
り
し
と
き
す
ぎ

て
、
世
中

に
い
と
も

の
は
か
な
く
と

に
も
か
く

に

も

つ
か

で
よ
に
ふ
る
人

あ
り
け
り
。
(中
略
)
人

に
も
あ
ら
ぬ

み
の
う

へ
ま

で
か
き
日
記

し
て
、

め
づ

ら
し
き
さ
ま

に
も
あ
り
な
ん
、
天
下

の
人

の
し

な
た
か
き
や
と
と

は
ん
た
め
し

に
も
せ
よ
か
し
と
お
ぼ
ゆ
る
も
、

す
ぎ
に

し
と
し

つ
き
ご

ろ
の
こ
と
も
お
ぼ

つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、

さ

て
も
あ
り
ぬ

べ
き

こ
と
な
ん
お

ほ
か
り
け
る
。

と

い
う
上
巻

の
書
き
出
し

の
部
分
と
、

、、

か
く
と
し
月
は

つ
も
れ
ど
思

ふ
や
う
に
も

あ
ら
ぬ
み
を
し
な
げ
け
ば

こ
ゑ

あ
ら
た
ま
る
も
よ
ろ

こ
ぼ
し
か
ら
ず
。
猶

も
の
は
か
な
き
を
お
も

へ
ば
、

(1
)

あ
る
か
な
き
か
の
心
ち
す

る
か
げ

ろ
ふ
の
に
き
と

い
ふ

べ
し
。

と

い
う
上
巻
末

と
を
見

れ
ば
、

た
ん
な

る
自
己

の
人
生

の
思

い
出

の
記
と
し

て

書

か
れ

た
も

の
で
な

い

こ
と

は
容
易

に
わ
か

る
。

こ
れ
は
作
者

の
弁
解

で
あ

り
、

あ
き

ら
か
に
読
者
を
念
頭

に
置

い
た
も

の
で
あ

っ
て
、

公
開

の
た
め
に
と

ら
れ

た
表
現
技
巧
と

い
え
よ
う
。
事
実
や
自
己

の
見
聞
の

な
か
に
、
公
開

を
意

識
し

た
作
者

の
表
現
技
巧
や
設
定
が
存
在

す
る
と
す
れ
ば
、

日
記

の
成
立

に
お

い
て
ま
ず
第

一
の
要
因
と

い
わ
れ

て
い
る
自

己

の
人
生

に
対
す

る
省
察
、

い
わ

ゆ

る
自
照
性

の
問
題

に

つ
い
て
も
、
再
検
討

し

て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
○
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『
和
泉
式
部

日
記
』

の
冒
頭

は
、
亡
き
為
尊
親
王

を
偲

ん
で
い
た
和
泉
式
部

の
も
と

へ
、
為
尊
親
王

に
仕

え
て
い
た
小
舎
人
童
が
や

っ
て
く
る
と

こ
ろ
か

ら

始
ま
る
。

夢
よ
り
も
は
か
な
き
世

の
中
を
嘆
き
わ
び

つ
つ
明
か
し
暮

ら
す

ほ
ど
に
、

四
月
十
余
日

に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木

の
下
く
ら
が
り
も

て
ゆ
く
。
築
土

の

上

の
草
青
や
か
な
る
も
、
人

は
こ
と

に
目
も
と
ど
め
ぬ
を
、
あ
は
れ
と
な

が
む

る
ほ
ど

に
、
近

き
透
垣

の
も
と

に
人

の
け
は

ひ
す
れ
ば
、

た
れ
な
ら

ん
と
思
ふ

ほ
ど

に
、
故
宮

に
候

ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。
あ
は
れ
に
も

の
の
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど

に
来

た
れ
ば
、

〔和
泉
式
部
〕
「
な
ど
か

ひ
さ
し
く
見

え
ざ

り

つ
る
。
遠
ざ
か
る
昔

の
な
ご

り
に
も
思
ふ
を
」
な
ど

い
は
す
れ
ば
、

〔童
〕
「
そ
の
事
と
候
は

で
は
、
な
れ
な
れ
し
き

さ
ま

に
や
と

つ
つ
ま
し
う

候

ふ
う
ち

に
、

日
ご
ろ
は
山
寺

に
ま
か
り
歩
き

て
な

ん
。

い
と
た
よ
り
な

く

つ
れ
づ
れ

に
思

ひ
た
ま
う
ら
る
れ
ば
、
御
代

り
に
も
見
た

て
ま

つ
ら
ん

と
て
な
ん
帥

の
宮

に
参
り

て
候

ふ
」
と
か
た
る
。
(中
略
)
〔童
〕
「
し
か
お

は
し
ま
せ
ど
、

〔敦
道
親
王
は
〕
い
と
け
ち
か
く

お
は
し
ま
し

て
、
『
つ
ね

に
参

る
や
』
と
問
は
せ
お
は
し
ま
し
て
、
『参

り
侍

り
』
と
申
し
候

ひ

つ
れ

ば
、
『
こ
れ
も

て
参
り

て
、
い
か
が
見
給
ふ
と

て
奉

ら
せ
よ
』
と

の
た
ま

は

せ

つ
る
」
と

て
、
橘

の
花
を
取
り
出

で
た
れ
ば

「昔

の
人

の
」
と

い
は
れ

て

(後
略
)
。

(十

一
～
十

二
頁
)

か

つ
て
為
尊
親
王

に
仕
え

て
い
た
小
舎
人
童

が
、
為
尊

の
弟

で
あ

る
敦
道
親
王

か
ら
の
便

り
を
届
け

に
来
る
。
「
な
ど
か
ひ
さ
し
く
見

え
ざ

り

つ
る
」
と
童
が
し

ば
ら
く
の
問
和
泉
式
部

の
も
と

へ
来

て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す

こ
と
ば
が
あ

る

一
方

で
、
「
つ
ね
に
参

る
や
」
と
い
う
敦
道
親
王

の
問

い
に
対
し

て
、
小

舎
人

童
は

「
参
り
侍
り
」

と
、
和
泉
式
部

の
所

へ
い

つ
も
参
上
し

て
い
挿
鮎
答
え

て

い
る
。

こ
れ
は
従
来

日
記
内

の
矛
盾

の
ひ
と

つ
と

い
わ
れ

て
い
る
が
、
記
憶
違

い
や
構
想

の
乱
れ
な
ど

に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
敦
道
親
王
と
和
泉
式
部

の
交

流

の
端

緒
を

よ
り
美
し

く
描

こ
う

と
し
た
作
者

の
表

現
技
巧

な

の
で
は
な

い

か
。
為
尊
親
王

の
思

い
出

の
な
か
に
日
々
を
送

る
和
泉
式
部
と

い
う
設
定

に
お

い
て
は
、
為
尊
親
王
ゆ
か
り

の
小

舎
人
童

の
訪

れ
が
突
然

で
あ

る
ほ
う
が
、
追

慕

の
情
を
強
く
掻
き
立

て
る
し
、
そ
れ
を
読
者

に
深

く
印
象
づ

け
る
に
も

は
る

か

に
効
果
が
あ
る
。

一
方
、
そ

の
す
ぐ
あ
と

で
小
舎
人
童

が
、
為
尊
親
王
亡
き

後
も
常

に
和
泉
式
部

の
も
と

に
出
入
り
し

て
い
る
と
答

え
て
い
る
の
は
、
敦
道

親
王

が
和
泉
式
部
と
交
流
を
持

つ
こ
と

に
な

っ
た
最
初

の
契
機

を
、

よ
り
自
然

な
も
の
に
す

る
た
め

で
あ

ろ
う
。
『
和
泉
式
部
日
記
』

に
お
い

て
敦
道
親
王

は
、

「
か
か
る
こ
と

〔和
泉
式
部
と

の
や
り
と
り
〕
ゆ
め
人

に
い
ふ
な
。
す

き
が
ま

し
き
や
う
な
婬
」
と
童

に
口
ど
め
し
た
り
、
自
分

の
こ
と
を

「古

め
か
し
う
、

奥

ま
り
た
る
身
」

「
か
ろ
が
う
し
き
御
あ
り
き
す

べ
き
身

に
て
も
あ
ら
ず
」

「
か

か
る
あ
り
き
の

つ
ね
に
う
ひ
う
ひ
し
う
お
ぼ
ゆ
る

に
」
と
言
う
な
ど
、

一
貫

し

て
そ

の
好
色

さ
を
否
定

し
て
描
か
れ

て
い
る
。
和
泉
式
部
と

の
交
流

も
、

わ
ざ

わ
ざ
小
舎
人
童
を
使

い
に
や

っ
た
と
す

る
よ
り
、

い

つ
も
和
泉
式
部

の
と

こ
ろ

に
出
入
り
し
て
い
る
小
舎
人
童

に

つ
い
で
に
こ
と
つ

て
を
託
し
た

こ
と
か
ら
始

ま

っ
た
と
す
る
ほ
う
が
、
好
色
な
印
象
を
与
え
ず

に
す
む
。

物
語

の
主
人
公

と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば

『
源
氏
物
語
』

の
光
源
氏

に
し
ろ

薫

に
し
ろ
、

お
お
む
ね
極
端
な
好
色

さ
を
否
定
す

る
方
向

で
描
か
れ

て
い
る
。

限
り
な
い
美
質

を
備

え
な
が
ら
、
む

や
み

に
好
色

で
な

い
の
が
理
想

と
さ
れ

て

い
た
。
『
和
泉
式
部

日
記
』
の
冒
頭

に
お
い
て
、
明
ら
か
な
翻
酷

を
生

じ
さ
せ

て

ま

で
、
敦
道
親
王

の
好
色

さ
を
否
定
す

る
書
き
方
が
な
さ
れ

て
い
る
の
は
、
敦
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道
親
王

を
理
想
的

に
描

こ
う
と
す
る
意
識

の
現
れ
な

の
で
は
な

い
か
。

こ
れ
は

た
と

え
ば
藤
原
道
長
を
称
揚

す
る

『
栄
華
物
語
』
に
お

い
て
道
長
を
、
「
た
だ
今

御
と

し
廿
ば
か
り

に
お
は
す
る
に
、

た
は
ぶ
れ

に
あ
だ
あ
だ
し
き
御
心
な
し
。

(「
さ
ま
ざ
ま

の
よ
ろ

こ
び
」
)
」
な
ど
と
描
く

の
と
同
じ

で
あ
ろ
う
。

小
舎
人
童

の
行
動

に

つ
い

て
の
記
述

の
く

い
ち
が
い
は
、
事
実

を
記

し

て
い

く

日
記
と
し

て
見
れ
ば
た
ん
な

る
矛
盾

に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
敦
道
親
王
を

中
心
人
物
と
し
た
創
作
と
見
れ
ば
、
哀
傷

の
場

面
を
よ
り
印
象
深

く
し
、
敦
道

親

王
を
物
語

に
お
け
る
主
人
公

の
ご
と
き
人
物

と
し
て
描
き

だ
す

こ
と

に
効
果

を
挙
げ
て
い
る
。
敦
道
親
王
を
美
化
し
理
想
化

す
る
た
め

に
あ
え

て
と
ら
れ
た

表

現
技

巧
な

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
事
実

に
忠
実

で
あ

ろ
う
と
す
る

書

き
方

で
は
な
く
、
事
実
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
理
想
的
な
敦
道
親
王
像
を
描

き

だ
そ
う
と
す
る
書
き
方

で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点

か
ら
あ

ら
た
め

て

『
和
泉

式
部

日
記
』

の
冒
頭

を
ふ
り
か

え

っ
て
見
る
と
、

ひ
と

つ
の
典
型
と
も

い
え
る
理
想
的
な
情
景

に
仕
立

て
ら
れ

て
い
る

こ
と

に
気

づ
く
。
和
泉
式
部

の
も
と
を
訪

れ
る
こ
と
を

「
な
れ
な
れ
し

き
さ
ま
に
や
と

つ
つ
ま
し
う
」
と

い
う
小
舎
人
童
の
控

え
あ
な
態
度
も
、
貴
人

に
仕

え
る
童

と
し
て
当
時

の
人
々

の
好
尚

に
か
な
う
も

の
だ
.

ま
た
、
今

は
亡

き
為
尊
親
王
を
偲

ぶ
に
あ
た
り
、
古
歌

を
踏

ま
え
た
や
り
と
り

に
よ

っ
て
お

こ

な
う
な
ど
、
優
美

の
か
ぎ
り
が
尽
く
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
為
尊
親
王

へ
の

追
慕

が
、
敦
道
親

王
と
和
泉

式
部

と

の
間

に
共
感
を

呼
び
起

こ
す
心
情

と
し

て
、
両
者

の
交
流

の
発
端

を
趣

き
深
い
も

の
と
す
る

の
に
重
要
な
背
景

と
な

っ

て
い
る
が
、
最
近

の
研
究

で
は
、
為
尊
親
王
と
和
泉
式
部

の
関
係

は
従
来

い
わ

れ

て
い
た
ほ
ど
密
接

な
も

の
で
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
こ
の
為
尊
親
王

へ
の
追

(
4
>

慕
も
、
作
者

に
よ
る
設
定
ら
し

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き

て
い
る
。
追
慕

に
明
け
暮

れ
る
な
か

で
始
ま

っ
た
、
世

の
は
か
な
さ
を
知

る
も

の
ど
う

し
の
恋

と
い
う
の
も
、
美
化

・
理
想
化

の
た
め

の
設
定

の
ひ
と

つ
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
冒
頭
部
分

で
は
、
敦
道
親

王
と
和
泉
式
部

の
出
会

い
を
美
化

・

理
想
化

し
よ
う
と
し

て
い
る
。
『
和
泉
式
部

日
記
』
が
こ
れ
ま
で
い
わ
れ

て
き

た

よ
う
な
、
敦
道
親
王
と
和
泉
式
部

の
愛

の
記
録
、
言

い
換

え
る
と
、
和
泉
式
部

(5
)

一
個
人

に
と

っ
て
の
思

い
出

の
記
と

い
う
だ

け
の
性

格

の
作

品

で
あ

る
な
ら

ば
、

こ
こ
ま

で
の
理
想

化
は
必
要

な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

で
は
あ
え

て
事

実
と
異
な

っ
た
書

き
方

を
し
て
、
あ

た
か
も
物
語

の
主
人
公

の
よ
う
な
理
想
化

さ
れ
た
敦
道
親
王
像

を
造

り
上

げ
た
の
は
、

い
か
な

る
理
由

に
よ
る

の
で
あ
ろ

う
か
。

三

 

『
和
泉
式
部

日
記
』

に
お

い
て
和
泉
式
部

は
次

の
よ
う
に
賞
賛

さ
れ

て
描
か

れ

て
い
る
。

○

(和
泉

の
返
歌

に
対

し

て
親
王

は
)
な

ほ
い
ふ
か

ひ
な
く

は
あ
ら
ず
か
し

と
お
ぼ
し

て
、
御

か

へ
り
…
…
…
。

(二
十
七
頁
)

○

(和
泉

の
明
月

を
詠

ん
だ
歌

に
対
し

て
)
宮
も
、

い
ふ
か

ひ
な
か
ら
ず
、

つ
れ
づ
れ
の
慰

め
に
と

は
お

ぼ
す

に
…
…
…
。

(
三
十
九

頁
)

○

(和
泉

の
返
歌

が
)

…
…
…
と
あ

る
を
御
覧
じ

て
も
な
ほ

(和
泉

を
)
え

思
ひ
は
な

つ
ま
じ
う
お

ぼ
す
。

(
四
十

三
頁
)

○
な

ほ
く
ち
を
し
く
は
あ
ら
ず
か
し
、
い
か

で
近
く

て
か
か
る
は
か
な

し
ご

と
も

い
は
せ

て
聞
か
ん
、
と
お
ぼ
し
立

つ
。

(七
十
頁
)

一
見
し

て
わ
か
る

こ
と
は
、
賞
賛

は
す

べ
て
敦
道
親
王

の
目
を
通
し

て
の
も

の
で
あ
り
、
す

べ
て
和
泉
式
部

の
和

歌
に
か
か
わ
る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

だ
。
女
性

の
描
写

に
お

い
て
、
容
貌

に

つ
い
て
の
言
及

が
全
く
な
く
、
和
歌

の
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才
能

ば
か
り
が
繰

り
返

さ
れ

奮

い
う

の
は
、
菱

て
み
れ
ば
奇
異

な
こ
と
と

い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
物
語

の
姫
君
、

つ
ま
り
主
人
公

の
恋
愛

の
対
象

と
な

る
女
君

の
場
合

に
は
、
和
歌

に
堪
能
な

の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ

の
容
貌

の
す

ば
ら
し
さ
が
語
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
和
泉
式
部

の
描

か
れ
方

は
、
『
和
泉
式
部

日
記
』
に
お

い
て
の
和

泉
式
部

の
位
置
、
言

い
換

え
れ
ば
、
敦
道
親
王
と
和
泉
式
部

の
関
係
を
示
し

て

い
る
と

い
え
る
。

和
泉
式
部

は
敦
道
親
王

に
と

っ
て
、
純
粋
な
恋
愛

の
対
象
と

い
う
よ
り
も
、
和
歌

に
堪
能

な
、
風
流
を
解
す

る

「
い
ふ
か

ひ
な
か
ら
」
ぬ
相

手
と
し

て
描
か
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
を
自
邸

に
連
れ

て
来
る

こ
と

も
、
「
い
か

で
近
く

て
か
か
る
は
か
な
し
ご

と
も

い
は
せ
て
聞

か
ん
」
と
あ
る
よ

う

に
、
傍

に
お

い
て
和
歌
や
気

の
利

い
た
文
句
を
聞

い
て
み
た
い
と

い
う

こ
と

が
第

一
に
あ

っ
た
○
敦
道
親
王
に
と

っ
て
の
和
泉
式
部

は
、
風
流
な

や
り
と
り

の
で
き

る
才
気
あ
ふ
れ
る
歌
人
と
し
て
大

き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ

っ

た
。

『
和
泉
式
部

日
記
』

の
な
か
に
、
敦
道
親
王

が
和
泉
式
部

に
和
歌

の
代
作
を

依
頼
す

る
場
面
が
あ
る
。

か
く

て

つ
ご
も
り
が
た

に
ぞ
御
文

あ
る
。

日
ご

ろ
の
お
ぼ

つ
か
な

さ
な
ど

い
ひ
て
、
「
あ
や
し
き

こ
と
な
れ
ど
、
日
ご

ろ
も

の
い
ひ

つ
る
人
な

ん
遠
く

行
く
な
る
を
、
あ
は
れ
と

い
ひ

つ
べ
か
ら
ん
こ
と
な
ん

一
つ
い
は
ん
と
思

ふ
に
、

そ
れ
よ
り

の
た
ま
ふ

こ
と

の
み
な
ん
さ
は
お
ぼ
ゆ
る
を
、

一
つ
の

た
ま

へ
」
と
あ
り
。

(五
十
七
頁
)

遠
く

へ
行
く
人

に
贈
る
和
歌
を
求
め

て
き
た
の
は
、
敦
道
親
王

が
和
泉
式
部

の

歌
人
と
し

て
の
力
量
を
認
め

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な

い
。
『
和
泉
式
部
集
』

や

『
公
任
集
』

に
は
、
敦
道
親

王
が
和
泉
式
部
を
伴

っ
て
藤
原
公
任

の
白
川
院

を
訪
れ
た
折

に
三
者
が
詠
み
交

わ
し
た
和
歌

が
残
さ
れ

て
い
る
が
、

こ
れ
も
敦

道
親
王

が
風
流
な
遊
び

の
相
手
と
し

て
和
泉
式
部

の
和
歌

の
才
能

を
見
込
ん
で

い
た
こ
と
を
示
す
も

の
と

い
え
よ
う
。
和
泉
式
部
は
当
時
歌
人

と
し
て
か
な
り

著
名
で
あ
っ
た
ら
し
危

和
歌
の
依
頼
が
家
集
や
史
料
の
中
に
も
散
見
す
る
。

時
期
的

に
は
や
や
降

る
が
、
寛
仁

二
年

(
一
〇

一
八
)

の
藤
原
頼
通
大
饗

の
屏

風
和
歌

で
藤
原
輔
親

・
藤
原
輔
サ
と
と
も

に
和
泉
式
部

の
名
前
が
挙
げ
ら
諮

畷

い
る

の
は
、
歌
人

と
し
て
の
評
判

の
高

さ
を
示
す
代
表
的
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、

一
般

に
は

「姫
君

・
北

の
方
」
と

い
わ
れ

る
身
分

の
人

に
は
、
和

歌

の
依
頼
な
ど
し
な
い
の
が
普
通

で
あ
る
か
ら
、
当
時

の
人

々
は
も
ち
ろ
ん
、

敦
道
親
王

の
和
泉
式
部

認
識

も
あ
く
ま
で
歌
人
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
と

い

う
点

に
注

意
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。
敦
道
親

王
と
和
泉

式
部

と

の
最
大

の
接

点

は
、
和
泉
式
部

の
和
歌

の
才
能

に
あ

っ
た
の
で
あ

る
。

史
料

に
よ
れ
ば
、
敦

道
親
王
は
詩
宴

に
出
席

し
た
り
、
あ

る
い
は
相
%
詩
宴

を
主
催
し
た
り
す
る
な
ど
風
流

な
人
物

だ

っ
た
こ
と
が
知

ら
れ

て
い
る
。
敦
道

親
王
が
和
泉
式
部

の
和
歌

の
才
能

を
買

っ
た
の
は
、
敦
道
親
王
自
身
が
文
芸
活

動

に
対
し

て
深

い
関
心
を
抱

い
て
い
た
か
ら
と
思

わ
れ

る
。

周
知

の
と
お
り
、
『
源
氏
物

語
』

に
は
藤
原
道
長
、
『
枕
草
子
』

に
は
中
宮
定

子
と

い
う
庇
護
者
が

い
た
。
後
宮

に
才
媛

を
集

め
、

そ
の
勢
力
を
誇
示
す

る
こ

と

は
、
貴
族

の
外
戚
政
策
と
し

て
重
要

な
こ
と
で
あ

っ
た
。
後
宮

に
お
け

る
文

芸
活
動
は
当
時

の
貴
族

に
と

っ
て
は
必
須

の
も

の
だ

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
道
長

は
経
済
的
な
面

で
の
援
助
が
主
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
進
ん

で
自
ら

を
主
人
公

に
し
た
作
品
を
作
ら
せ
る
者

も
い
た
。
『
本
院
侍
従
集
』
は
、
師
輔
二

男
藤
原
兼
通
を

「
上
達
部

の
次
郎

な
る
人
」

と
し
、

そ
の
恋
愛

の
進
行
を
綴

っ

た
物
語
的
家
集

で
あ
る
。
守
屋
省
吾
氏

は
、
『本
院
侍
従
集
』
か
ら
当
代

の
勅
撰

集

へ
の
入
集
が
な
い

こ
と
「
兼
通

が
歌
合

に
参
加

し
た
形
跡

の
無

い
こ
と
を
踏

ま
え
、
『
本
院
侍
従
集
』

は
和
歌

の
才
能

に
劣

る
と

こ
ろ
の
あ

っ
た
兼
通
が
、
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実
際

に
も
情
を
交
わ
し
た

こ
と

の
あ
る
本
院
侍
従
を
し

て
、
あ
た
か
も
二

人

の
間

に
数
多

の
恋
愛
贈
答
歌

が
詠
じ
交
わ
さ
れ
た
ご
と
く

に
虚
構

さ
せ

己
が
み
や
び

の
世
界

を
顕
示

し
て
、
来

た
る
べ
き
権
勢

へ
の

一
布

石
と
し

た

の
で
は
な
か

っ
た
か
。

(12
)

と

い
う
目
的
で
作

ら
せ
た
と
す

る
。
そ

の
兼
通

の
兄

の
藤

原
伊

罪
に
は
、
「史
生

く
ら
は
し

の
と
よ
か
げ
」

に
自
ら
を
仮
託
し
た

『
一
条
摂
政
御
集
』
が
あ

る
。

ま
た
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に

つ
い
て
山

口
博
氏

は
、
師
輔

三
男
藤
原
兼
家

の
歌
人
と

し
て

の
能
力

を
検
証
し
、

物
語

に
作

ら
れ
読
ま
れ
る
事
に
よ

っ
て
、
兼
家

の
自
尊
心

は
ま
す
ま
す
高

め
ら
れ
た

に
違

い
な

い
。

名
歌
人
と

い
わ
れ
た
女
と
打
打
発
止
と
歌
を
た

た
か

わ
せ

て
ひ
け
を
と
ら
ぬ
兼
家
。
長
歌

に
は
長
歌
を
も

っ
て
応
ず
る
兼

家
。
蜻
蛉
日
記
は
歌
人
と

し
て
こ
の
上
な

い
兼
家

の
像
を
作
り
あ
げ
た
の

で
あ
る
。
権
力
を
め
ぐ

る
男

の
世
界

の
ヒ
ー

ロ
ー

で
あ
る
ば
か
り

で
は
な

く
、
物

語
と
い
う
女

の
世
界

の
ヒ
ー

ロ
ー
で
あ
る
事

を
兼
家

は
実
現

し
た

の

で
あ
る
。
(中
略
)
蜻
蛉

日
記
は
兼
家

に
と

っ
て
そ
の
よ
う
な
自
己
を

ま

(
13
)

す
ま
す
賞
揚
す

る
意
味

で
必
要

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

と

『蜻
蛉

日
記
』

の
成
立

に
兼
家
が
積
極
的

に
関
与

し
て
い
る
と
す

る
。

こ
う
し

て
見

て
く
る
と
、
当
時

の
貴
族

が
ど

れ
ほ
ど
文
芸
活
動

に
力

を
注

ぎ
、
自

ら
そ
こ
に
参
加
し
よ
う
と
し

て
い
た
か

が
窺

え
る
。
敦
道
親
王

の
場
合

も
同
様

で
は
な
か

っ
た
か
。

す
な
わ
ち
敦
道
親
王

は
歌
人
と
し

て
名
高

か

っ
た

和
泉
式
部
と
か
わ
し
た
和
歌
を
素
材
と
し

て
、
親
王
自
身
を
主
人

公
と
す
る

一

篇
を
作
ろ
う
と
考

え
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
こ
で
想
起

し
た
い

の
は
、
和

泉
式
部
が
当
代

の
勅
撰
集

で
あ

る

『
拾
遺
和
歌
集
』

に
入
集

し
た
勅
撰
歌
人

た

る

こ
と
だ
。
当
時

の
勅
撰
集
重
視
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え

噌
首
と

は
い
え
、
入

集

に
よ

っ
て
得

た
和
泉
式
部

の
歌
人
と
し

て
の
評
判
は
並
大
抵

の
も

の
で
は
な

か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
敦
道
親
王

に
と

っ
て
こ
の
こ
と
は
な

に
よ
り
も
大

き
な

魅

力
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
自
分

を
主
人

公
と
す

る
作

品
を
作

る
と
な

る

と
、

そ

の
相
手

と
し

て
は
風
流
な

や
り
と

り
の

で
き

る
人

物
が
必
要

で
あ

る

が
、
敦
道
親
王

に
と

っ
て
の
和
泉
式
部
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
人
だ

っ
た

と

い
え

る
。
相
手
が
勅
撰

歌
人

で
あ
る
こ
と
は
、
敦
道
親
王

に
と

っ
て
お
も
だ

(
14
)

た
し

い
こ
と

に
違

い
な

い
。

さ
ら
に
進
め
て
い
え
ば
、

そ
う
し
た
歌
人
を
相
手

に
し
た
風
流
な
や
り
と
り
を
記
し
た

『
和
泉
式
部

日
記
』
は
、
敦
道
親
王
が
編

ま
せ
た
親
王

の
家
集
と
し

て
の
性
格

を
持

つ
も

の
だ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

い

ず
れ

に
せ
よ
、
文
芸

へ
深

い
関
心
を
寄
せ

て
い
た
敦
道
親
王
が
、
当
時

の
風
潮

に
倣

っ
て

『和
泉
式
部

日
記
』

の
成
立

に
協
力
し
た
可
能
性

は
充
分

に
あ
る
。

す

で
に
述

べ
た
ご
と
く
、
『
和
泉
式

部
日
記
』
の
冒
頭

で
は
、
理
想
の
敦
道
親

王
像
を
描
き
だ

そ
う
と
し

て
い
た
が
、
全
編

を
通
じ

て
こ
の
調
子

は
変

わ
ら
な

い
。○

(七
夕

の
日
)
か
か
る
折

に
、
宮

の
過
ご
さ
ず

の
た
ま
は
せ
し
も

の
を
、

げ

に
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
に
け
る
か
な
と
思

ふ
ほ
ど

に
ぞ
、
御
文
あ
る
。
見

れ
ば
、
た
だ
か
く
そ
、
(
歌
略
)
さ
は
い

へ
ど
、
過
ご
し
給

は
ざ
め
る
は
と
・

思
ふ
も
を
か
し
う

て
…
…
…
。

(四
十
二
頁
)

○

(有

明
け
の
月

の
晩
)

な
ほ
折
節

は
す
ぐ
し
た
ま
は
ず
か
し
、
げ
に
あ
は

れ
な
り

つ
る
空

の
気

色
を
見
給

ひ
け
る
、

と
思

ふ
に
を
か

し
う

て
…
…

…
。

(
五
十

二
頁
)

折

々
の
風
流
を
逃
す

こ
と

の
な

い
敦
道
親
王

の
こ
と
が
繰

り
返
し
賞
賛

さ
れ

て

い
る
。

ま
た
、
敦
道
親
王

の
容
貌

に

つ
い
て
は
、

○
世

の
人

の
い

へ
ば

に
や
あ
ら
む
、
な

べ
て
の
御

さ
ま
に
は
あ
ら
ず
、
な
ま

め
か
し
。

(十
六
頁
)

○
例

の
た
び
ご
と

に
目
馴
れ

て
も
あ
ら
ぬ
御
姿

に
て
、
御
直
衣
な
ど

の
い
た

一5一



う
萎
え

た
る
し
も
、
を
か
し
う
見

ゆ
。
(中
略
)
前
栽

の
を

か
し
き
中

に
歩

か

せ
給

ひ
て
、
「人

は
草
葉

の
露

な
れ
や
」
な
ど

の
た
ま
ふ
。
い
と
な
ま
め

か

し
。

(
三
十
七
～

三
十
八
頁
)

○
宮

の
御

さ
ま
、

い
と
め

で
た
し
。
御
直
衣

に
え
な
ら
ぬ
御
衣
、
出

だ
し
桂

に
し
給

へ
る
、
あ
ら
ま

ほ
し
う
見
ゆ
。

(七
十

二
頁
)

○
年

か

へ
り
て
、
正
月

一
日
、
院

の
拝
礼

に
、
殿
ば
ら
数
を

つ
く
し

て
参
り

給

へ
り
。
宮
も
お

は
し
ま
す
を
見
参
ら
す
れ
ば
、

い
と
若

う
う

つ
く
し
げ

に
て
、
多
く

の
人

に
す
ぐ
れ
給

へ
り
。

こ
れ

に

つ
け

て
も
、
我

が
身
は
つ

か
し
う
お
ぼ

ゆ
。

(
百

一
頁
)

な
ど
並

み
居

る
貴
顕

の
な
か

に
あ

っ
て
も
劣
る
と

こ
ろ

の
な

い
、
理
想

的
な
親

王
と
し
て
描

か
れ

て
い
る
。

『和
泉
式
部

日
記
』

を
見

る
か
ぎ

り
、

敦

道
親

王

は
、

一
点

の
非

の
う
ち
ど

こ
ろ
も
な

い
貴
公
子
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

と

こ
ろ
で
他

の
資
料

の
伝
え

る
敦
道
親
王
は
ど

の
よ
う
な
も

の
に
な

っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
『
大
鏡
』

に
は
、
次

の
よ
う

に
あ
る
。

こ
の
春
宮

の
御
弟

の
宮
た
ち
は
、
少
し
軽

々
に
ぞ
お
は
し
ま
し
し
。
帥
宮

・の
、
祭

の
か

へ
さ
、
和
泉
式
部

の
君
と
あ

ひ
乗
ら
せ
た
ま
ひ

て
御

覧
ぜ
し

さ
ま
も
、

い
と
興
あ

り
き
や
な
。
御
車

の
口
の
簾
を
中
よ
り
切

ら
せ
た
ま

ひ
て
、

わ
が
御
方
を
ば
高
う
上
げ
さ
せ
た
ま

ひ
、
式
部
が
乗

り
た
る
方

を

ば

お
ろ
し
て
、
衣
な

が
う
出
さ
せ

て
、
紅

の
袴

に
赤

き
色
紙

の
物

忌
い
と

ひ
ろ
き

つ
け

て
、
土
と

ひ
と
し
う
さ
げ
ら
れ
た
り
し
か
ば
、

い
か
に
ぞ
、

物
見

よ
り
は
、

そ
れ
を

こ
そ
人
見

る
め
り
し
か
。

(中
略
)

こ
の
宮

た
ち

は
、
御
心

の
少
し
軽
く
お
は
し
ま
す

こ
そ
、

一
家

の
殿
ば

ら
う
け
ま
う
さ

せ
た
ま

は
ざ
り
し
か
ど
、
さ
る

べ
き

こ
と

の
折

な
ど
は
、

い
み
じ
う
も

て

か
し
づ
き
ま
う
さ
せ
た
ま
ひ
し
。

(『
大
鏡

』
兼
家
伝

全
集

二
百
五
十
七
～

二
百
五
十
八
頁
)

春
宮

の
御
弟
宮
た
ち
、
す
な
わ
ち
為
尊
親
王
と
敦
道

親
王

は
、

い
く
ぶ
ん
軽

々

し

い
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
と

い
う
。
和
泉
式
部
を
同
車

さ
せ

て
賀
茂

の
祭

の
見
物

に
出

た
こ
と

は
、
当
時

の
人
々
の
注

目
を
集

め
た
。
『
栄
華
物
語
』
は

つ
は
な
の

巻

に
も

こ
の
時

の
記
事
が
あ

る
が
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
和
泉
式
部

を
車

の
後

に

乗

せ
た
敦
道
親
王

は
、
見
物
人
た
ち

の
居
並
ぶ
桟
敷

の
前
を
何
度

も
行

き
来

し

た
ら
し
い
。
な
ん
と
も
派
手
こ
の
み

の
、
「
軽

々
」
と
噂
さ
れ
る

の
も
う
な
ず
け

る
振
舞

い
で
あ

る
。

『大
鏡
』
や

『栄
華
物

語
』

の
こ
う
し
た
記
述

は
、
『和
泉
式
部

日
記
』
に
描

か
れ
た
風
流

で
優
美
な
、
物
語

の
主
人
公

に
も
劣
ら
ぬ
敦
道
親
王
と
は
い
さ
さ

か
異
な

っ
た
印
象
を
与

え
る
。
ど
ち
ら
が
実
際

の
敦
道
親
王
像

に
近

い
か
は
と

も
か
く
、
『和
泉
式
部

日
記
』
に
お

い
て
敦
道
親
王
が

こ
こ
ま

で
理
想
化

さ
れ

て

い
る

の
は
な
ぜ
な

の
か
。

そ
の
理
由

は
愛
情

に
よ
る
理
想
化
と

い
う

の
で
は
な

く
、
文
芸

に
関
心
を
寄

せ
て
い
た
敦
道
親
王
が
、
和
泉
式
部

の
歌
人
と
し

て
の

才
能

を
認
め
、

二
人

の
や
り
と

り
を
作
品

に
し

て
残
そ
う
と
協

力
し

て
い
た
か

ら
と
見

る

べ
き

で
は
な
い
か
。
『
和
泉
式
部

日
記
』
の
成
立

に
敦
道
親
王

が
な
ん

・り
か
の
形

で
か
か
わ
り
を
持

.
た
と
す
れ
ば
、
敦
道
親
薩

賞
賛
し
、

理
想

化

し
よ
う
と
す

る
の
は
、
む

し
ろ
当
然

の
こ
と
と

い
え
よ
う
。

四

『
和
泉
式
部

日
記
』
の
中

に
、
「女
」
す
な
わ
ち
和
泉
式
部

の
直
接
知

り
得

な

い
は
ず

の
こ
と
が
記

さ
れ

て
い
る
○

い
わ
ゆ
る
超
越
的
視
点

と
呼
ば
れ
て
い
る

も

の
で
あ

る
。

ひ
と

つ
だ
け
例
を
挙
げ
る
。

ま
だ

(敦
道
親
王
が
)
端

に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、

こ
の
童

か
く
れ

の
方

に
け
し
き
ば
み
け
る
け
は

ひ
を
御

覧
じ

つ
け

て
、
「
い
か
に
」
と
問

は
せ
給

「6「



ふ
に
、
御
文
を
さ
し
出

で
た
れ
ば
、
御
覧

じ
て
、
(歌
略
)
と
書
か
せ
給

ひ

て
、
賜
ふ
と

て
、
「
か
か
る
事
、
ゆ
め
人

に
い
ふ
な
。
す
き
が
ま
し
き
や
う

な
り
」
と

て
入
ら
せ
給

ひ
ぬ
。

(十
三
頁
)

使

い
の
小
舎
人
童
が
、
敦
道
親
王

の
屋
敷

へ
戻

っ
て
か
ら
親
王
と
話
し
た
内
容

は
、
和
泉
式
部

の
直
接
知

る
こ
と
の
で
き
な

い
こ
と

で
あ

る
。

ほ
か

に
も
、
敦

道
親
王
と
そ

の
乳
母

の
会
話
、
あ

る
い
は
敦
道
親
王
と
北

の
方

の
会
話

な
ど
が

描
か
れ

て
い
る
。
従
来

の
研
究

で
は
、
和
泉
式
部
が
想
像

で
書

い
た
も

の
で
あ

(17
)

(18
)

る
と
か
、
第
三
者

の
手

に
な

る
創
作

の
結
果

で
あ
る
と
か
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
敦
道
親
王

の
側
か
ら
資
料
と
な
る
も

の
が
齎
ら
さ
れ
て
い
た

と
考

え
れ
ば
、
和
泉
式
部

の
知
り
得
な

い
敦
道
親
王

の
邸
宅

で
の
動
静

が
描

か

れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な

い
。
『
和
泉
式
部

日
記
』
の
成
立

に
、
文
芸

に
関
心
を
寄

せ
て
い
た
敦
道
親
王
が
関
与

・
協

力
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
和
泉

式
部

が
こ
の
よ
う
な
敦
道
親
王
近
辺

の
出
来
事

を
知

る
こ
と
は
、
比
較
的
容
易

だ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

こ
う
し

た
資
料
は
敦

道
親

王
自
身

が
直
接
与

え
た
も

の
も
あ

ろ
う
が
、
敦
道

親
王

邸

の
女
房

た
ち
を
通

じ

て
齎

ら
さ
れ
た
も

の
も
多
く

あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
と

い
う

の
は
、
和
泉
式
部

は
も
ち

ろ
ん
敦
道
親
王

さ
え
知

る
は
ず

の
な

い
、

敦
道
親
王

の
北

の
方
と
そ
の
姉

で
あ

る
春
宮
女
御
と

の
間

で
取
り
交
わ
さ
れ
た

手
紙

の
内
容
や
、
北

の
方

づ
き

の
女
房
た
ち

の
噂
話
な
ど
も

『
和
泉
式
部
日
記
』

に
は
書
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
れ
ら
は
漏
れ
聞

い
た
話
を
親
王
邸

の
女

房
た
ち
が
伝

え

て
き
た
も

の
で
あ

ろ
う
か
。

実
際

の
と
こ
ろ
、
和
泉
式
部

は
敦
道
親
王
邸

の
女
房
と
少
な
か
ら
ず
交
流

を

持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。

○
同

じ
所

の
人

の
御
も
と
よ
り
、
御
手
習

の
あ
り
け
る
を
見

よ
と
て
お

こ
せ

た
る
に

(
『和
泉
式
部
続
集
』

九

四
二
)

Q
南
院

(敦
道
邸
)

の
梅

の
花
を
、
人

の
も
と

よ
り
、

こ
れ
見

て
慰
め
よ
と

あ
る

に

(『
和
泉
式
部
続
集
』

九
五
〇
)

○
又
、
程
経

て
、

お
は
し
ま
し
し
所
を
物

の
便
り

に
見

て

(『
和
泉
式
部
続
集
』

九
六
○
)

○
使
は
せ
給

ひ
し
御
硯

を
、
同

じ
所

に
て
見
し
人

の
乞

ひ
た
る
、
や
る
と

て

(『
和
泉
式
部
続
集
』

九

八
六
)

和
泉
式
部

の
敦
道
親
王
邸
入

り
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
文

面

に
よ
れ
ば
か
な

り
の
悶
着
を
起

こ
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敦
道
親

王
没
後

も
む
こ
う
か

ら
手
習

や
梅

の
花
な
ど
を
送

っ
て
よ

こ
す

こ
と
も
あ

っ
た
し
、
和
泉
式
部
自
身

(
19
)

が
敦
道
親
王
邸

に
出
向
く
機
会
も
あ
る
な
ど
、
交

流
は
浅

か
ら
ず
あ

っ
た
。
お

そ
ら
く
敦
道
親
王

の
生
前
か
ら
同
様
な
交
流

が
あ

っ
た
と
見

て
さ
し

つ
か

え
あ

る
ま

い
。

総
じ

て
女
房
同
志

の
交
流
は
活
発

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

そ
し

て
随
分
隠
し
立

て
の
な

い
交
流
も
お

こ
な
わ
れ

て
い
た
よ
う
だ
。

『紫
式
部

日
記
』

に
は
、
「
斎

院

に
、
中
将

の
君
と
い
ふ
人
侍

る
な
り
。
聞
き
侍

る
た

よ
り
あ
り

て
、
人

の
も

と

に
書
き
か
は
し
た
る
文

を
、
み
そ
か

に
人
と
り

て
見
せ
侍

り
し
。
」
と
、
直
接

面
識

の
な

い
者
ど
う
し
の
手
紙

さ
え
見

せ
あ
う

こ
と
が
あ

っ
た
と
あ
る
。
よ
そ

の
家

の
動
向

に
も
精

通
し

て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
想
像

に
難

く
な
い
。

『和

泉
式
部

日
記
』

の
場
合
も
、
敦
道
親
王
邸

の
女
房
た
ち
と

の
交

流

に
よ

っ
て
齎

ら
さ
れ
た
も

の
を
も
と

に
し
て
描
か
れ
た

こ
と
が
少

な
か
ら
ず
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

敦
道
親
王

の
北

の
方
と
和
泉
式
部

の
関
係
は
、
『和
泉
式
部

日
記
』
に
よ
る
と

な

か
な
か
険
悪
な
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
敦

道
親
王

が
和
泉
式
部
を
呼

び
寄

せ

た
こ
と

に

つ
い
て
、
北

の
方
は
露
骨
な
不
平

を
述

べ
た
て
、

そ
の
姉

で
あ

る
春

宮
女
御

は
北

の
方

に
同
情
す
る
。

こ
れ
は
事

の
成

り
行
き

か
ら
し

て
当
然

の
こ

一7「



と
と

い
え

る
。

北

の
方

の
御
姉
、
春
宮

の
女
御

に
て
候

ひ
給

ふ
、
里

に
も

の
し
給

ふ
ほ
ど

に
て
、

御
文
あ
り
。

「
い
か
に
ぞ
。

こ
の
ご

ろ
人

の
い
ふ

こ
と
は
ま

こ
と

か
。
我
さ

へ
人
げ
な
く
な
ん
お
ぼ
ゆ
る
。
夜

の
ま

に
も
わ
た
ら
せ
給

へ
か

し
」
と
あ
る
を
…
…
…
。

(百
二
～
百
三
頁

)

一
見
す

る
と
春
宮
女
御
は
和
泉
式
部

の
敦
道
親
王
邸
入
り

に
関
し

て
ひ
ど
く
憤

慨
し

て
お

り
、
北

の
方

に
対
し

て
深
い
同
情
を
寄
せ

て
い
る
よ
う

で
あ

っ
て
、

敦
道
親
王
を
め
ぐ
る
北

の
方
と
和
泉
式
部

の
ぬ
き
さ
し
な
ら
な

い
対
立

が
背
景

に
あ

る
よ
う

に
見
え
る
。

と

こ
ろ
が
次

に
掲
げ
る

『
栄
華
物
語
』
と
較

べ
て
み

る
と
、
意
外

に
も

こ
こ
は
北

の
方

に
対

し
て
好
意
的
な
描
き
方
が
な
さ
れ

て
い

(20
)

る
こ
と
が
わ
か
る
。

年
月

に
添

へ
て

(敦

道
親
王

は
北

の
方

へ
の
)
御
心
ざ
し
浅
う
な
り
も
て

行
き

て
、
和
泉
守

み
ち

さ
だ
が
め
を
お
ぼ
し
騒
ぎ

て
、
こ
の
君

(北

の
方
)

を
ば
事

の
外

に
お
ぼ
し
た
り
し
か
ば
、
居
煩

ひ
て
、
小

一
条

の
お
ば
北

の

方

(祖
母
)

の
御
許

に
帰

り
給

に
し
そ
か
し
。
さ
れ
ば
東
宮

も
、
宣
耀
殿

も
、
「
こ
の
事

を
我

口
入
れ

た
ら
ま
し
か
ば

い
か
に
き
き
に
く
か
ら
ま
し
。

知
ら
ぬ
事

な
れ
ば
、
心

や
す
し
」
と
そ
お
ぼ
し
宣
は
せ
け
る
。

(『
栄
華
物
語
』
は

つ
は
な

大
系
上

二
百
九
十
三
頁
)

『
栄
華
物
語
』

で
は
、
和
泉
式
部
と

の

一
件

に
対

し

て
、
姉

で
あ
る
春
宮
女
御

(宣
耀
殿
)
は
突
き
放
し

た
よ
う
な
冷
淡
な
対
応

を
し
て
い
て
、
『
和
泉
式
部

日

記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
北

の
方

へ
の
同
情

が
な

い
。
も
し

『和
泉
式
部

日
記
』

に
記
さ
れ

て
い
る
ご
と
く
、
実
際
も
北

の
方

と
和
泉
式
部

の
関
係
が
険
悪
な
も

の
で
あ
り
、

ま
た

『
和
泉
式
部
日
記
』

が
和
泉
式
部

の
敦
道
親
王
を
偲
ぶ
個
入

的

な
思

い
出

を
綴

っ
た
著

作
だ
と
す

れ
ば
、

こ
の
よ
う

に
好
意

的
な
筆
致

を

も

っ
て
す

る
必
要
は
な

い
だ
ろ
う
。
『
栄
華
物
語
』
に
較

べ
る
と

『和

泉
式
部

日

記
』

に
お

い
て
北

の
方

が
好
意
的

に
描
か

れ

て
い
る
理
由

を
求
め

る
と
す

れ

ば
、
敦
道
親
王

の
協
力
が
あ

っ
た
た
め

に
な
さ
れ
た
北

の
方

へ
の
配
慮

と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
敦
道
親
王

の
協
力

の
も
と

一
女
房

の
手

に
成

っ

た
作
品
だ

と
す
れ
ば
、

そ
の
後
敦
道
親
王

の
も
と
を
去

っ
た
と
は
い
え
、

そ
の

北

の
方
を
悪
し
ざ
ま

に
描
く

こ
と
は
当
然
揮
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見

て
き

た
よ
う

に
、
敦
道
親
王
が

『
和
泉

式
部

日
記
』

の
成
立

に

か
か
わ

っ
て
い
た
と
す

る
と
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
末

尾
に
付

さ
れ
た

一
文

の

も

つ
意
味
も
明

ら
か

に
な

っ
て
く
る
。

宮

の
上
御
文
書
き
、
女
御
ど

の
の
御

こ
と
ば
、
さ
し
も
あ
ら
じ
、
書
き
な

し
な
あ

り
、
と
本

に
。

(百
五
頁
)

作
者

の
弁
解
め

い
た

こ
の
辞

は
、

こ
の
作
品
が
公
開
を
前
提

と
し
て
書

か
れ
た

(21
)

こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

『
源
氏
物

語
』

夕
顔

の
巻

の
末
尾

や
、

『
讃
岐
典
侍

日
記
』

に
も
同
様

の
辞
が
あ
る
。
前
者
を
例

に
と
る
と
、

か
や
う

の
く
だ
く
だ
し
き

こ
と
は
、

あ
な
が
ち
に
か
く
ろ

へ
忍
び
給

ひ
し

も

い
と

ほ
し
く

て
、
み
な
も
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、
「な

ど
帝

の
皇
子
な
ら

ん
か
ら

に
、
見
ん
人
さ

へ
か
た
ほ
な
ら
ず
物

ほ
め

が
ち
な

る
」
と
作
り
事

め
き

て
と
り
な
す
人
も

の
し
給

ひ
け
れ
ば
な

ん
。
あ
ま

り
も

の
言

ひ
さ
が

な
き
罪
さ
り
ど

こ
ろ
な
く
。

(夕
顔

全
集

一
ー

二
百
六
十
九
頁
)

と
、
や
は
り
高
貴

な
あ
た
り

へ
の
配
慮
を
怠

ら
な

い
書
き
方
を
し

て
い
る
。
高

貴
な
人
物

の
身

の
上

を
語
り
、

そ
れ
を
公
開
す

る
場
合

に
は
、
礼
を
失
さ
な

い

よ
う

こ
う
し
た
表

現
技

巧
が
と
ら
れ

た
の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

も
し

『和
泉
式
部

日
記
』
が
、
和
泉
式
部

の
個
人
的
な
敦

道

親
王
追
慕

の
た
め

に
書

か
れ

た

の
で
あ

れ
ば
、
先

に
掲

げ
た

一
文

は
必
要

な

か

っ
た
と
い
う
こ
と

に
な

る
。
も
と

よ
り
他
人

に
読
ま
せ
る
た
め
の
も
の

で
は

な
い
の
だ
し
、
か

り
に
読
者
が

い
た
と
し

て
も
ご
く
限
ら
れ
た
親

し
い
人

た
ち
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に
違

い
な
い
か
ら
、

そ
う
し
た
弁
解

の
辞
は
い
ら
な

い
は
ず
だ
。

こ
の
弁
解
め

い
た

一
文

は
、
敦
道
親
王
や
北

の
方

の

こ
と
を
書
く

に
あ
た

っ
て
の
配
慮

な

の

で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立

に
敦
道
親
王
が
か
か
わ

り
、
敦
道
親
王
を
は
じ
め
そ

の
周
辺
の
人

々
が
作
品

の
読
者
圏

に
含
ま
れ
る

こ

と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

五

敦
道
親
王

の
要
請

・
協
力

の
も
と
で

『
和
泉
式
部

日
記
』
が
成
立

し
た
の

で

は
な
い
か
と

い
う

こ
と
を
検

討
し

て
き
た
が
、

こ
れ

に
は
不
都
合
な
点
も
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
敦
道
親
王

と
和
泉
式
部

の
関
係
が
始
ま

っ
た
長
保
五
年

二

〇
〇

三
)

四
月
か
ら
、
寛
弘
元
年

(
一
〇
〇

四
)

一
月

の

『
和
泉
式
部

日
記
』

の
記
事

の
終

わ
り
を
経

て
寛

弘
四
年

(
一
〇
〇
七
)
十
月

の
親
王
没
ま
で
が
あ

ま
り
期

日
が
な

い
こ
と

で
あ
る
。

し
か
し

『
和
泉
式
部

日
記
』

を
執
筆
す

る
の

に
不
可
能
と

い
う

ほ
ど

の
短
期

間

で
も
な

い
。
高
名
な
歌
人
だ

っ
た
和
泉
式
部

と

の
や
り
と
り
を
、
自
ら

の
文
芸
活
動

の

一
環
と
し

て
記
す
価
値
あ
り
と
判
断

し
た
敦
道
親
王
が
、
資
料
的

な
面
、
経
済
的
な
面

で
の
協
力
を
行

っ
た
可
能
性

は
充
分

に
あ
る
。
そ
う
し
た
協
力

が
行
わ
れ
た
た
め

に
、
和
泉
式
部

の
知

る
こ

と
の
で
き
な

い
敦
道
親

王
周
辺
の
記
事

が
含
ま
れ

て
い
た
り
、
敦
道
親
王

を
理

想
化
し

た
描
写
が
な
さ
れ

て
い
た
り
す

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『和
泉
式
部

日
記
』

成
立

の
背
景
を
考
え

る
に
あ
た

っ
て
は
、
成
立
時
期

の

問
題
、
自
作
か
他
作
か
の
問
題

が
密
接

に
か
か
わ

っ
て
く
る
が
、

い
ず
れ
に
し

て
も
従
来

は
、
敦
道
親
王

へ
の
愛
情

・
追
慕
と

い

っ
た
和
泉
式
部

の
内
面

に
の

み
焦
点
が
あ

て
ら
れ

て
い
た
。
思

う
に
こ
れ

は
、
和
泉
式
部
を

「奔
放
な
生

き

方
と
情
熱
的
な
和
歌

と
に
よ

っ
て
知
ら
れ

る
女
流
歌
人
」
(全
集

解
説
)
な
ど
と

す
る
見
方
が
定
着

し

て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
と

こ
ろ

で
、

こ
の
よ
う
な
通
説

を
築

き
上

げ
る
の
に
あ
ず

か
る
と

こ
ろ
大

で
あ

っ
た

の
が
、
藤

原
道
長

が
和
泉

式
部

を

「
う
か
れ
め
」
と
呼

ん
だ
と

い
う
逸
話

で
あ
ろ
う
。

あ
る
人

の
扇
を
と

り
て
も

た
ま

へ
り
け
る
を
御
覧
じ

て
、
大
殿

(道
長
)

た
が
ぞ
と
問

は
せ
給

ひ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
と
き

こ
え
給

ひ
け
れ
ば
、
取

り

て
、

う
か
れ
め

の
扇
と
書
き

つ
け
さ
せ
給

へ
る
か
た
は
ら
に
、

(歌
略
)

(
『
和
泉
式
部
集
』

二
二
六
)

は
た
し

て
こ
の

「
う
か

れ
め
」
と

い
う
道
長

の

こ
と
ば

を
額

面

ど
お
り
受

け

取

っ
て
よ
い
も

の
な

の
か
。
戯
れ
言
を

い

っ
て
相
手

を
か
ら
か
う
の
に
、
本
当

の
こ
と
を
口
に
し

て
眩
め

る
こ
と
は
あ
る
ま

い
。
そ
れ

で
は
冗
談

に
な

ら
な
い

で
は
な
い
か
。

こ
の
逸
話
を
取
り
上
げ

た
の
は
、
和
泉
式
部

の
性
格

を
論
ず

る
た
め
で
は
な

い
。
同

じ
よ
う
な
逸
話
が
、
道
長
と
紫
式
部

の
間
に
も
遺

さ
れ
て
い
る
の
と
比

較
す

る
た
め

で
あ

る
。

源
氏

の
物
語
、
御
前

に
あ

る
を
、
殿

の
御
覧
じ

て
、
例

の
す
ず

ろ
ご
と
ど

も
出

で
き
た

る

つ
い
で
に
、
梅

の
下
に
敷

か
れ
た
る
紙

に
か
か

せ
給

へ
る

す
き
も

の
と
名

に
し
た

て
れ
ば
見
る
人

の
折

ら
で
過

ぐ
る
は
あ
ら
じ

と
そ
思
ふ

(
『紫
式
部

日
記
』
寛
弘
六
年
)

こ
ち
ら

の
ほ
う

は
、
「
実
際

に
式
部

が
好

色
者

の
評
判

で
あ

っ
た
か
ら
と

い
う

の
で
な

く
、
物
語

で
恋
愛

の
種

々
相
を
み
ご
と
に
描

い
て
み
せ
た
彼
女
を
、

そ

の
道

に
精

通
し
た
女
性
と
見
立

て
て
の
も

の
と
解
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

(全
集

頭
注
)
」
と

い
う
よ
う

に
、
道
長
が

『
源
氏
物

語
』
を
読

ん
だ
う
え
で
の
冗
談
だ

と

さ
れ

る
。
和
泉
式
部

の
場
合

に
し
た
よ
う
に
、

こ
れ
を

ふ
ま

え
て
紫
式
部

の

こ
と
を

「
す
き
も
の
」
と
考
え

る
人
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か

ほ
と

ん
ど

い
な

い
。

紫
式
部

の
場
合
は
道
長

の
冗
談
と
み
な
し
、
和
泉
式
部

の
場
合

は
額
面
ど
お
り
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に
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
両
者

に
区
別
を
設
け
る
根
拠
は
ど

こ
に
あ

る
の
か
○
実
際

に
は
、
受

け
取

り
方

に
差
を

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
ほ

ど
、

二
人

の
生
活

に
差
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
女
房
と
し

て
宮
仕
え
を
続

け

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
和
泉
式
部
も
当
時

の
社
会
通
念

の
許

す
範
囲
内

に
あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

あ
え

て
大
胆
な
仮
説
を
述

べ
れ
ば
、
道
長

が
和
泉
式
部
を

「
う
か
れ
め
」
と

呼

ん
だ

の
は
、
『和
泉
式
部

日
記
』
を
読
ん

で
い
た
か
ら

で
は
な
か

っ
た
か
。
道

長
と
敦
道
親
王
は
少
な
か
ら
ず
交
際

が
あ

っ
た
し
、
敦
道
親
王
没
後
、
和
泉
式

部

は
中
宮
彰
子

の
も
と

に
出
仕
し
た
か
ら
、
道
長

が
成
立
後
間
も
な

い

『
和
泉

式
部

日
記
』
を
目

に
し

て
い
た

こ
と
は
充
分
考

え
ら
れ
る
。
極
端
な
言

い
方
を

す
れ
ば
、
『
和
泉
式
部

日
記
』
の
成
立

に
道
長
が
絡

ん

で
い
た
こ
と
さ
え
、
あ

り

え
な

い
話

で
は
な

い
。

道
長

の
名
ま

で
出
す

の
は
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、

い
ず

れ
に
し
て
も

『
和
泉

式
部

日
記
』
成
立

の
背
景

に
は
、
和
泉
式
部
個
人

の
内
的
な
執
筆
動
機
ば
か

り

で
な
ぐ
、
外
部

か
ら

の
要
請

・
協
力

が
あ

っ
た
の

で
は
な

い
か
。
成
立

に
あ

た

っ
て
敦
道
親
王
側
か
ら
協
力
が
行

な
わ
れ

た
可
能
性

は
高

い
。
敦
道
親
王
側

の
資
料

に
よ

っ
て
書
か
れ
た
と
考

え
る
の
が
自
然
な
部
分

が
か
な
り
認
め
ら
れ

る
こ
と
、
敦
道
親
王
を
徹

底
し

て
理
想
化

し
て
描

い
て
い
る
こ
と
、
北

の
方
周

辺

へ
の
配
慮
を
怠

っ
て
い
な

い
こ
と
な
ど
は
、
敦
道
親
王
側
か
ら
協
力
が
あ

っ

た

こ
と

の
反
映

で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
協
力
が
な

さ
れ
た

の
は
、
当
時

の
貴

顕
た
ち

の
文
芸
好
尚

の
風
潮

の
な

か
で
、
才
気
あ
ふ
れ
る
歌
人
和
泉
式
部
と

の

風
流
な
や
り
と
り
が
、
書

き
留
め

る
価
値
あ

り
と
判
断
さ
れ
た
か
ら

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
当
時

の
貴
顕

た
ち
の
協
力

・
庇
護

の
も
と

に
成
立
し
た

の
は
、
は
た

し

て

『枕
草

子
」

や

『源
氏
物
語
』
だ
け
だ

っ
た

の
か
。
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う

に

『
蜻
蛉

日
記
』

や

『本
院
侍
従
集
』
な
ど
も
そ
う

で
あ

っ
た
と
い
う
。

と
す

る
な
ら
ば
、
『和
泉
式
部

日
記
』
の
場
合

に
も
、
そ
の
よ
う
な
成
立

の
背
景
が
存

在
す
る
可
能
性

を
検
討

し

て
み
る
必
要

は
、
充
分
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注

(1
)
『
蜻
蛉
日
記
』

の
本
文
引
用
は
桂
宮
本

に
よ
る
。
句
読
点
を
施
し
、

一
部
本

文
を
改

め
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

(2
)

本
稿

で
の
本
文
引
用
は
、

『
和
泉
式
部

日
記
』

は
岩
波
文
庫

(昭
和
五
十
六
年
改

版
)
、
『和
泉
式
部
集

・
和
泉
式
部
続
集
』
は
岩
波
文
庫

(昭
和
五
十
八
年
)

に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
頁

・
歌

番
号
を
示

し
た
。

一
部
表
記
を
改
め
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

(3
)
小
町
谷
照
彦

「和
泉
式
部
日
記
の
方
法
1

そ
の
虚
構
性
を
通
し
て
ー

」
(「
国
文

学
」
昭
和
四
十
四
年
五
月
)
。
山
田
茂
子

「「和
泉
式
部
日
記
」
に
お
け
る
叙
述
上
の
問

題
点
に

つ
い
て
の

一
試
論
」

(「学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」
十
四

昭
和
四
十

六
年
三
月
)
。
木
村
正
中

「和
泉
式
部

日
記
形
成
論
「
1
そ
の
冒
頭
を
め
ぐ

っ
て

」
(『源
氏
物
語
と
女
流
日
記

研
究
と
資
料
』
昭
和
五
十

一
年

武
蔵
野
書

院
)。

(4
)
藤
岡
忠
美

「家
集
か
ら
み
た
和
泉
式
部

=

『
和
泉
式
部
日
記
』
ま
で
ー

」

(『鑑
賞
日
本
古
典
文
学

王
朝
日
記
』
昭
和
五
十
年

角
川
書
店
)
。
「
評
伝

.
和
泉

式
部
」
(「解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
十

一
年

一
月
)。
「和
泉
式
部
伝
の
修
正
「
「
為
尊
親

王
を
め
ぐ
っ
て
ー

」
(「文
学
」
昭
和
五
十

一
年
十

一
月
)。
「
『和
泉
式
部
集
』
覚
書

為
尊
親
王
挽
歌
を
探
る
ー
ー
」
(「国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
二
年
十

一
月
)○

こ
れ
に
対
す

る
反
論

に
、
伊
藤
博

「
和
泉
式
部

ゆ
か
り
の
恋
i

」
(「
リ
ポ
ー
ト

笠
間
」

二
十
三

昭
和
五
十
七
年
)、

森

田
兼
吉

「和
泉
式
部
日
記
と
為
尊
親
王
」

(「
日
本
文
学
研
究
」
十
五

昭
和

五
十

四
年
十

一
月
)
な

ど
。

(5
)
「
こ
の
日
記

の
成
立

は

、
敦
道
親
王

の
死
と
、
親

王

へ
対
す
る
愛
情

と
に
関
係

が
あ
る
。

(中
略
)

こ
こ
に
式
部
が
、

二
人

の
愛

の
交
渉

の
経
過
を
、
思

い
出

の
記
念

塔

と
し
て
物
語
化

し
よ
う
、

と

の
構
想
を
う
ち
立

て
た

の
で
は
な
い
か
、

と
わ
た
し

は
考

え
る
。
」
(遠
藤
嘉
基

大
系

『和
泉
式
部

日
記
』
解
説

昭
和

三
十

二
年
)
。
「和

泉
式
部
が
帥
宮
と

の
宿
命
的
な
恋
を
回
想
し
、

わ
が
身

の
上
を
記
す
こ
と
に
よ

っ
て
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自
ら
を
な
ぐ
さ
め
、

人

に
も
こ
の
奇

し
き
宿
世
と
恋

の
ま

こ
と
を
読
ん

で
貰

い
た

い

と
思

っ
た
の

で
は
な
い
か
」

(大
橋
清
秀

『和
泉
式
部

日
記

の
研
究
』
昭
和
三
十
六
年

初
音
書
房
)
。

「
ほ
か
な
ら
ぬ
己
れ

ひ
と
り

の
た
あ

の
、

止
む

に
止
ま
れ
ぬ
営
為
と

し

て
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
和
泉
式
部

日
記
」
(宮
崎
荘
平

「
和
泉
式
部
日
記
の
作

品

形
成
」
「藤
女
子
大
国
文
学
雑
誌
」十

九

昭
和

五
十

一
年

四
月
)
。
「結
局
は
、
書
く
人

み
ず
か
ら
の
精
神
的
な
救

い
、
い
い
か
え
れ
ば
自
己
浄
化

の
た
め
」
(鈴
木

一
雄

『全

講
和
泉
式
部

日
記
』
昭
和

五
十

八
年

至
文
堂
)
。
「『和
泉
式
部

日
記
』
は
、

こ
の
よ

う
に
し

て
、
式
部

の
魂

の
必
然

の
要
請

か
ら
形
象
化

さ
れ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。」

(清
水
文
雄

岩
波
文
庫
解
説
).

(
6
)

こ
の
こ
と

に
つ
い
て
沢
田
保
彦

「
和
泉
式
部

日
記

に
え
が

か
れ
た
人
物
像

に

つ
い

て

そ

の
作
者
と
著
作
動
機

を
中
心

に

」

(「平
安
文
学
研
究
」

第

二
十
五
輯

昭
和
三
十
五
年
十

一
月
)
は
、
「
つ
ま
り
作
者

は
和
泉
式
部

で
あ
り
、
彼
女
が
書

い

た
か
ら

こ
そ
、
自
分

の
容

姿

・
容
貌
を
殊
更
書
く
必
要

は
な
か

っ
た

の
だ
」
と
す

る
。

(7
)
吉
田
幸

一
『
和
泉
式
部
硫
究

一
』
(昭
和
三
十
九
年

古
典
文
庫
)
は

「自
分

(宮
)

に

『
別
の
女
』
が
あ

つ
た
と
し
た
ら
、
女

(和
泉
式
部
)
は
ど
う
思

ふ
だ
ら
う
か
。

つ

い
で
に
代
詠

の
力
量
も
試
し

て
み

よ
う
、
と

い
ふ
魂
胆

で
は
な
か

つ
た

で
あ
ら
う
か
」

と
す

る
。
森
田
兼
吉

「和
泉
式
部

の
代
作
歌
」
(
「日
本
文
学

研
究
」
十
六
号

昭
和

五

十
五
年
十

一
月
)
で
は
、
敦

道
親
王

が

「
和
泉

に
自
己
と
深

い
か
か
わ

り
の
あ

る
女

の

影
を
見
せ

つ
け

る
た
め
」、
「嫉
妬
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
た
め

の
依
頼

で
あ
る
と
す
る
。

阿
部
俊
子

『鑑
賞

日
本

の
古
典

和
泉
式
部
日
記
』
(昭
和
五
十
五
年

尚
学
図
書
)

は

「親
し
く
、

し
か
も

こ
の
よ
う
な
歌

の
名
手

と
し
て
女
を

こ
よ
な
き
人
と
認
め

て

い
る

の
で
」
依
頼
し

た
と
推
測
す
る
。
鈴
木

一
雄

『全
講
和
泉
式
部
日
記
』

(前
掲
)

は

「宮
が
式
部
に
誇
示
す
る
た
め
に
意
識

し
て
書

い
た
か
、

神
経
を
使
わ
な

い
貴
人

ら
し
い
お
お
ら
か
さ
で
書

い
た
も

の
か
、

そ
の
あ
た
り

の
と

こ
ろ
は
何
も
わ
か
ら
な

い
」
と
す
る
。

(8
)
岩
波

文
庫

『和

泉
式
部
集
』
九
九
～

一
○
七
番
。
新
編
国
歌
大
観

『公
任
集
』
二
九

～

三
六
番
。

(9
)

後
藤
祥
子

「
和
泉
式
部

は
同
時
代

に
歌
人
と
し

て
ど
う
評
価
さ
れ
た
か
」

(「国
文

学
」
昭
和
五
十
九
年
十

一
月
)。

(10
)
『御
堂
関
白
記
』
寛
仁

二
年

}
月

二
十

「
日
の
条
。
こ
の
時

の
記
述

は

『小
右

託
』

・

『
栄
華

物
語
』

ゆ
ふ
し
で
の
巻

に
も
あ

る
。

(11
)
大
橋
清
秀

「
和
泉
式
部

帥
宮
敦
道
親
王
と
の
恋
ー

」
(「国
文
学
」
昭
和
三
十

九
年

一
月
)
。
清
水
文
雄

「和
泉
式
部
」
(『
日
本
歌
人
講
座
二
』
昭
和
四
十
三
年

弘

文
堂
)
。
森
田
兼
吉

「敦
道
親
王
の
結
婚
」
(「中
古
文
学
」
十

一

昭
和
四
十
八
年
五

月
)
。
後
藤
昭
雄

「敦
道
親
王
」

(『平
安
朝
漢
文
学
論
考
』

昭
和
五
十
六
年

桜
楓

社
)。
福
井
迫
子

「大
江
嘉
言
考
」
(『
一
条
朝
文
壇
の
研
究
』
昭
和
六
↑
二
年

桜
楓

社
)。

(
12
)
守
屋
省
吾

「歌
人
藤
原
兼
通
の
実
像
と
虚
像
」
(「平
安
文
学
研
究
」
第
五
十
輯

昭

和
四
十
八
年
七
月
)。
中
嶋
真
理
子

「「本
院
侍
従
集
」
考
ー

所
謂

「本
院
侍
従
集
」

は
藤
原
兼
通
の
私
小
説
的
歌
物
語

「本
院
侍
従
」
で
は
な
か
っ
た
か

」
は

「本
作

品
は
、
兼
通
が
自
身

の
手
で
か
、
或
い
は
側
近
の
者
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
と
す
る

可
能
性
が
充
分
に
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
。

(13
)
山
口
博

「歌
人
兼
家
と
蜻
蛉
日
記
」
(『王
朝
歌
壇
の
研
究

村
上

・
冷
泉

・
円
融
朝

篇
』
昭
和
四
十
二
年

桜
楓
社
)
。
水
野
隆

「蜻
蛉
日
記
上
巻
の
成
立
過
程
に
関
す
る

試
論
」
(『論
叢
王
朝
文
学
』
昭
和
五
十
三
年

笠
間
書
院
)
で
も
兼
家
の
側
か
ら
の
執

筆
奨
励
を
説
く
。

(
14
)
こ
の
こ
と
は

『和
泉
式
部
日
記
』
の
成
立
時
期
と
も
絡
ん
で
く
る
が
、
『拾
遺
和
歌

集
』
の
成
立
は
寛
弘
二
年

(
一
〇
○
五
)
六
月
か
ら
寛
弘
四
年

一
月
の
間
と
い
わ
れ
て

い
る

(岩
波
書
店

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』)
の
で
、
敦
道
親
王

(寛
弘
四
年
十
月

没
)
が
和
泉
式
部
の
和
歌
の
勅
撰
集
入
集
を
存
知
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

(15
)
宮
崎
荘
平

「女
房
日
記
の
形
成
と
そ
の
展
開
」
(「藤
女
子
大
国
文
学
雑
誌
」
十
四

昭
和
四
十
八
年
十
月
)

で
は
、

こ
う
し
た
賞
賛
を
主
人
の
下
命
と
い
う
執
筆
事
情
に

求
め
、
女
房
日
記
や
歌
合
日
記
に
共
ハ通
す
る
性
格
と
し
、
『紫
式
部
日
記
』
『枕
草
子
』

を
そ
の
延
長
線
上
に
み
る
。
た
だ
し
、
『蜻
蛉
日
記
』
『和
泉
式
部
日
記
』
に
つ
い
て
は

「女
性
の
表
出
意
欲
そ
の
も
の
」
が
作
品
形
成
の
根
底
に
あ
る
と
し
、
女
房
日
記
と

は
別
の
流
れ
に
立

つ
も
の
と
し
て
主
人
賞
賛
を
認
め
て
い
な
い
。

(
16
)
鈴
木

一
雄

『全
講
和
泉
式
部
日
記
』
(前
掲
)。

(
17
)
鈴
木
知
太
郎

古
典
文
庫

『和
泉
式
部
日
記
』
解
説

(昭
和
二
卜
三
年
)。
織
田
裕
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子

「「和
泉
式
部
日
記
」
の
作
者
に
つ
い
て
」
(「
国
語
国
文
」
昭
和
三
十
三
年
四
月
)。

上
坂
信
男

「和
泉
式
部
日
記
を
め
ぐ
る

一
つ
の
覚
書
」
(「
平
安
文
学
研
究
」
第
三
十
二

輯

昭
和
三
十
九
年
六
月
)。

(18
)
今
井
卓
爾

『平
安
朝
日
記
の
研
究
』
(昭
和
十
年

啓
文
社
)
。

(19
)
吉
田
幸

一
『和
泉
式
部
研
究

一
』
(前
掲
)
は
敦
道
親
王
没
後
の
こ
う
し
た
や
り
と

り
の
際
に
「和
泉
と
の
恋
愛
時
代
の
、
宮
の
側
か
ら
見
た
和
泉
の
こ
と
や
、
ま
た
宮
の

側
の
事
情
な
ど
も
書
い
」
た
資
料
が
齎
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

(20
)
『和
泉
式
部
日
記
』
と

「栄
華
物
語
』
の
描
写
態
度
の
差
に
つ
い
て
、
吉
田
幸

一
『
和

泉
式
部
研
究

↓
』
(前
掲
)
で
は

『和
泉
式
部
日
記
』
の
ほ
う
を
実
像
と
し
、
敦
道
親

王
を
知
悉
す
る
人
が
書
い
た
結
果
と
す
る
。
大
倉
比
呂
志

「『和
泉
式
部
日
記
』
巻
末

注
記
に
関
す
る

.
覚
書
」
(「
平
安
文
学
研
究
」
第
四
十
八
輯

昭
和
四
十
七
年
六
月
)

は
そ
の
原
因
は
北
の
方

へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
た
和
泉
式
部
が
北
の
方
の
立
場

を
理
解
し
考
慮
し
た
た
め
と
す
る
。
藤
岡
忠
美

「和
泉
式
部
日
記
の
前
提
的
基
層
と

創
作
性
に
つ
い
て
」
(「国
語
と
国
文
学
」
昭
和
六
十
二
年
十

一
月
)
は

『大
鏡
』
も
北

の
方
に
非
好
意
的
と
す
る
。

(
21
)
尾
崎
知
光

「和
泉
式
部
日
記
考
注
」
(昭
和
二
十
九
年

文
京
書
院
)
は

「式
部
自

身
が
日
記
を
物
語
風
に
創
作
し
た
り
、

又
自
分
の
行
為
に
対
す
る
気
兼
ね
か
ら
事
実

を
ぼ
か
し
た
り
す
る
為
」
の
技
巧
と
す
る
。
宮
崎
荘
平

「和
泉
式
部
日
記
作
者
論
の
可

能
性
」
(「国
文
学
」
昭
和
五
十
三
年
七
月
)
は
、
和
歌
的
叙
述
か
ら
散
文
叙
述

へ
の
転

換
に
よ
る

「
作
者
自
身
が
筆
を
す
す
め

つ
つ
次
第
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に

な

っ
た
に
ち
が
い
な
い
叙
述
の
仕
方
と
内
容
に
つ
い
て
の
弁
明
」

と
す
る
。
鈴
木

一

雄

『全
講
和
泉
式
部
日
記
』
(前
掲
)
も
叙
述
の
転
換

〔超
越
的
視
点
の
拡
大
〕
に
よ

っ

て
書
き
続
け
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
た
め
に
付
さ
れ
た

一
文
と
す
る
。

藤
岡
忠
美

「和
泉
式
部
日
記
の
前
提
的
基
層
と
創
作
性
に
つ
い
て
」
(前
掲
)
は

「済
時
の
一
族

や
女
御
城
子
に
た
い
す
る
憧
り
の
気
持
ち
」
が
あ
る
と
す
る
。

(22
)
「奔
放
な
恋
愛
歌
人
」
と
い
っ
た
見
解
は
与
謝
野
鉄
幹

・
晶
子

『
和
泉
式
部
全
集
』

以
来
脈
々
と
続
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
野
村
精

一

『和
泉
式
部
日
記

・
和

泉
式
部
集
』
解
説

(昭
和
五
十
六
年

新
潮
古
典
集
成
)
で
は
極
端
に
ロ
マ
ン
的
な
読

み
へ
の
傾
斜
に
対
し
て
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

(23
)
「
う
か
れ

め
」
と
い
う
呼
称
に
対

し
て
疑
念
を
示
す
論

は
少
な

い
。
管
見

の
範
囲

で

は
、
篠
塚
純
子

「和
泉
式
部

「
う
か
れ
め
」
の
内

と
外
」
(「国
文
学
」
昭
和
五
十
六
年

四
月
)
が
、
「
そ
の
道
長

の
言
動

に
は
和
泉

へ
の
非
難

も
侮
蔑

も
含

ま
れ

て
は
い
な
い

と
解

す

べ
き

で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
詞
書
か

ら
直
ち

に
和
泉
が

「
う
か
れ
め
」
と

当
時

の
人

々
に
呼
ば
れ

て
い
た
な
ど
と
判
断
す
る

こ
と
も

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
す

る
。

「12一


