
『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

一
、
は
じ
め
に

『

源
氏
物
語』

の
作
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
紫
式
部
と
、
紫
式
部
が
出
仕
し
て

い
た
彰
子
の
父
親
で
あ
る
藤
原
道
長
は
実
は
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
真
相
は
未
だ
謎
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
現
に
室
町
時
代
に
書
か
れ
た

『

尊
卑
分
脈』

に
は
、
紫
式
部
の
こ
と

は

｢

御
堂
関
白
道
長
妾
云
々｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『

紫
式
部
日
記』

の

中
に
書
か
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り
に
基
づ
い
て
表
記
さ
れ
た
も
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の

『

紫
式
部
日
記』
を
更
に
深
く
読
み
解
い
て

い
け
ば
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
、
こ
の
卒
業
論
文
で
は

『

紫
式
部
日
記』

に
基
づ
い
て
、
未
だ
に
解
明

さ
れ
て
い
な
い
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
こ
の
論
文
で
は
紫
式
部
と
藤
原
道
長
は
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
し
、
そ
れ
を

証
明
し
て
い
く
形
で
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
理
由

前
章
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
私
自
身
、
式
部
と
道
長
は
何
か
し
ら
関
係
が
あ
っ

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
私
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
理
由
が
三
つ
あ
る
か
ら

だ
。

①

紫
式
部
に
は
藤
原
道
長
か
ら
の
誘
い
を
断
る
理
由
が
な
い

②

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り

③

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
正
妻
・
源
倫
子
の
や
り
取
り

こ
の
三
つ
の
理
由
を
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の
か
、
次
の
章
か
ら

『

紫
式
部
日
記』

の
中

よ
り
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、
紫
式
部
に
は
藤
原
道
長
か
ら
の
誘
い
を
断
る
理
由
が
な
い

当
時
は
、
高
貴
な
男
性
と
浮
名
を
流
す
と
い
う
こ
と
は
、
女
房
に
と
っ
て
不
名
誉

な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
誇
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
宮
仕
え
と
は
、
主

家
の
男
性
に
と
っ
て
も
女
房
に
と
っ
て
も
色
事
が
起
こ
り
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
の

だ
。
そ
の
根
拠
と
も
な
り
う
る
箇
所
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
も
あ
る
。
寛
弘
五

年
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事
で
、
以
下
の
部
分
に
見
ら
れ
る
。

夜
い
た
う
更
け
に
け
り
。
御
物
忌
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
御
前
に
も
参
ら
ず
、

心
細
く
て
う
ち
臥
し
た
る
に
、
前
な
る
人
々
の
、

｢

内
裏
わ
た
り
は
な
ほ
い
と
気
配
異
な
り
け
り
。
里
に
て
は
、
い
ま
は
寝
な
ま

し
も
の
を
、
さ
も
い
ざ
と
き
履
の
し
げ
さ
か
な｣

と
、
色
め
か
し
く
言
ひ
ゐ
た
る
を
聞
く
。

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日)

こ
れ
は
、
女
房
た
ち
が

｢

家
じ
ゃ
今
頃
は
眠
っ
て
い
る
時
間
な
の
に
、
内
裏
は
違
っ

て
殿
方
の
靴
音
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
寝
付
け
な
い｣

と
言
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

足
音
が
聞
こ
え
る
の
は
未
だ
し
も
、
寝
付
け
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
内

裏
に
は
多
く
の
男
性
が
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
、
主
家
の
男
性

に
と
っ
て
も
女
房
に
と
っ
て
も
色
事
が
起
こ
り
や
す
い
環
境
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
式
部
に
は
夫
で
あ
る
藤
原
宣
孝
が
居
た
が
、

式
部
が
彰
子
に
出
仕
す
る
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
式
部
に
は
、

道
長
か
ら
の
誘
い
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
拒
む
理
由
が
全
く
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
の
だ
。
福
家
俊
幸
氏
も
自
身
の
論
文
で

｢

作
者

(

紫
式
部)

が
道
長
の
求

『

紫
式
部
日
記』

か
ら
見
る
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
関
係
に
つ
い
て

藤
瀬

康
子

(

山
本
淳
子
ゼ
ミ)
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『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

め
ざ
ま
し
う｣

と
聞
こ
ゆ
。

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

こ
の
場
面
は
、
中
宮
の
御
前
に
置
か
れ
た

『

源
氏
物
語』

を
見
た
道
長
が
、『

源

氏
物
語』

の
作
者
で
あ
る
式
部
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
に
式
部
が
返
歌
を
述
べ
る
、
と

い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
も
注
目
す
べ
き
箇
所
は

｢

す
き
物
―｣

｢

人
は
ま

だ
―｣

の
和
歌
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
贈
答
歌
の
解
釈
で
あ
る
が
、
口
訳
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

(

梅
の
実
は
酸
い
も
の
だ
と
誰
で
も
知
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
熟
し
て
い
れ

ば
、
手
折
ら
ず
に
通
り
す
ぎ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
―
あ
な
た
は
色
の
道
の
わ
け
知

り
だ
と
有
名
な
人
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
会
っ
て
誘
い
の
手
を
さ
し
の
べ
な
い
人
は

あ
り
ま
す
ま
い)

(

酸
っ
ぱ
い
梅
の
実
は
と
て
も
始
終
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
、
私
は

誰
に
も
誘
惑
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
に
、
一
体
誰
が
そ
ん
な
好
き
者
だ
な
ん

て
評
判
を
立
て
た
の
で
し
ょ
う)

｢

す
き
物
―｣

の
歌
で
あ
る
が
、｢

す
き
物｣

に
は

｢

酸
き
物｣

と

｢

好
き
者｣

と

が
か
け
ら
れ
て
い
て
、｢

を
ら
で｣

に
は
、
梅
の
実
の
つ
い
た
枝
を
手
折
る
こ
と
と
、

男
性
が
女
性
を
誘
惑
す
る
こ
と
と
が
か
け
ら
れ
て
い
る
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

歌
に
つ
い
て
萩
谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
、
道
長
が
式
部
に
対
し
て
、

恋
人
の
有
無
を
打
診
し
た
歌
だ
と
言
っ
て
い
る
。『

源
氏
物
語』

の
著
者
で
あ
る
式

部
を
そ
の
道
の
達
人
、
好
き
者
と
考
え
る
世
間
の
評
判
を
前
提
と
し
て
、
夫
宣
孝
と

長
保
三
年
四
月
二
十
五
日
に
死
別
し
て
か
ら
、
寛
弘
五
年
五
月
ま
で
、
七
年
余
に
わ

た
っ
て
後
家
を
立
て
と
お
し
て
い
る
式
部
に
、
一
人
や
二
人
の
恋
人
が
い
な
い
は
ず

が
な
い
と
考
え
た
道
長
が
、
こ
の
和
歌
で
ま
ず
は
恋
人
の
有
無
を
打
診
し
た
の
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
道
長
の
歌
に
対
し
て
式
部
は
、｢

私
は
ま
だ
誰
に
も
折
ら

れ
て
い
な
い
の
に
、
誰
が
こ
の
よ
う
に｢

す
き
も
の｣

な
ど
と
言
い
立
て
た
の
で
し
ょ

う｣

と
道
長
を
た
し
な
め
る
よ
う
な
歌
を
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
贄
裕
子
氏
は
こ
の

｢

す
き
物
と
―｣

の
歌
に
関
し
て
、｢

｢

を
ら
で
過
ぐ｣

と
い
う
言
葉
使
い
か
ら
想
い

起
こ
さ
れ
る

『

源
氏
物
語』

の
夕
顔
巻
を
踏
ま
え
て
歌
の
後
半
を
解
釈
す
れ
ば
、

｢

光
源
氏
が
六
条
御
息
所
邸
か
ら
の
朝
帰
り
の
折
、
御
息
所
の
女
房
の
中
将
の
君
に

対
し
て
も
、｢

隅
の
間
の
高
欄
に
し
ば
し
ひ
き
据
ゑ｣

(

夕
顔
①
一
四
七
〜
一
四
八
頁)

て

｢

折
ら
で
過
ぎ
う
き｣

と
歌
い
か
け
手
を
と
ら
え
た
よ
う
に
、
あ
な
た
を
手
折
ら

な
い
で
行
き
過
ぎ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
も
光
源
氏
の
ま
ね
を
し

て
み
た
い
も
の
で
す｣

と
な
ろ
う
か
。｣ (

３)

と
言
っ
て
い
る
。
萩
谷
氏
の
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
贄
氏
の
論
文
の
中
か
ら
も
、
式
部
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
の
は
難

し
い
が
、
道
長
は
式
部
に
対
し
て
気
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
道
長
が
式
部
に
気
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
式
部
へ
恋
人
の
打
診
を
し
た
り
す

る
必
要
も
な
い
し
、
こ
の
よ
う
に
誘
う
よ
う
な
歌
を
式
部
に
詠
み
か
け
る
と
は
考
え

に
く
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
も

『

紫
式
部
日
記』

か
ら
二
人
の
関
係
を
考
え
る
上

で
重
要
な
箇
所
で
あ
る
と
言
え
る
。

③

渡
殿
に
寝
た
る
夜
、｢

戸
を
た
た
く
人
あ
り｣

と
聞
け
ど
、
お
そ
ろ
し
さ

に
、
音
も
せ
で
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、

夜
も
す
が
ら

水
鶏
よ
り
け
に

な
く
な
く
ぞ

真
木
の
戸
口
に

た
た

き
わ
び
つ
る

返
し
、た

だ
な
ら
じ

と
ば
か
り
た
た
く

水
鶏
ゆ
ゑ

あ
け
て
は
い
か
に

く

や
し
か
ら
ま
し

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

こ
の
場
面
は
、
式
部
が
寝
て
い
る
局
の
戸
を
夜
に
誰
か
が
叩
く
音
が
聞
こ
え
、
怯

え
て
夜
を
明
か
す
と
朝
に
こ
の
よ
う
な
和
歌
が
届
い
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
り
、
前

述
し
た
②
の
後
に
続
く
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
章
段
で
挙
げ
た

『

尊
卑
分

脈』

は『

紫
式
部
日
記』

の
こ
の
箇
所
を
見
て
、
式
部
を｢

御
堂
関
白
道
長
妾
云
々｣

と
記
述
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
の
中
で
も
、
式
部
と
道
長
は
関

係
が
あ
っ
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
き
っ
か
け
の
箇
所
で
も
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
場
面
で
詠
ま
れ
て
い
る
贈
答
歌
は
主
語
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
一
般
に
道
長
と
式
部
の
贈
答
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

『

新
勅
撰
集』

で

道
長
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
、『

紫
式
部
日
記
絵
巻』

に
も
こ
の
場
面

の
絵
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
絵
は
道
長
が
式
部
の
局
を
訪
れ
て
い
る
絵
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
が
道
長
と
式
部
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
戸
を
叩
い
た
人
物
が
道
長

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

－38－

愛
を
現
実
生
活
の
中
で
拒
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
っ

て
も
よ
い｣

(

１)

と
述
べ
て
い
る
し
、
式
部
が
道
長
を
拒
む
理
由
が
な
い
こ
と
は
確
実

だ
と
言
え
る
。
や
は
り
誘
い
を
拒
む
理
由
が
な
い
こ
と
は
、
二
人
の
関
係
が
発
展
し

て
い
く
大
き
な
理
由
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

式
部
と
道
長
の
関
係
が
あ
っ
た
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
。

四
、『
紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の

や
り
取
り

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
道
長
が
登
場
す
る
場
面
は
多
く
あ
り
、
ほ
ぼ
全
体
に
わ

た
っ
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
私
が
式
部
と
道
長
の
関
係
と
関
わ
り
の
あ

る
と
考
え
る
箇
所
三
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
二
人
の
交
情
に
関
係
あ
る
の

か
を
述
べ
て
い
く
。

①

渡
殿
の
戸
口
の
局
に
見
い
だ
せ
ば
、
ほ
の
う
ち
霧
り
た
る
朝
の
、
露
も
ま

だ
お
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
給
ひ
て
、
御
随
身
め
し
て
、
遣
水
は
ら
は
せ
給
ふ
。

橋
の
南
な
る
女
郎
花
の
、
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
一
枝
を
ら
せ
給
ひ
て
、
几

帳
の
か
み
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
給
へ
り
。

御
さ
ま
の
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
に
、
我
が
朝
顔
の
お
も
ひ
し
ら
る
れ
ば
、

｢

こ
れ
、
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む｣

と
の
た
ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、
硯
の
も
と
に
よ
り
ぬ
。

女
郎
花

さ
か
り
の
色
を

み
る
か
ら
に

露
の
分
き
け
る

身
こ
そ
し

ら
る
れ

｢

あ
な
疾｣

と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
め
し
い
づ
。

白
露
は

分
き
て
も
お
か
じ

女
郎
花

心
か
ら
に
や

色
の
染
む
ら
む

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
八
月)

こ
れ
は
式
部
が
局
か
ら
外
を
見
て
い
る
と
、
朝
早
く
か
ら
庭
の
遣
水
の
ご
み
を
払

わ
せ
て
い
る
道
長
の
姿
が
目
に
入
る
。
式
部
に
気
付
い
た
道
長
が
、
咲
い
て
い
る
女

郎
花
を
一
枝
折
り
、
和
歌
を
投
げ
掛
け
た
。
そ
の
和
歌
に
式
部
が
答
え
る
、
と
い
う

場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
和
歌
の
や
り
取
り
に
関
し
て
、
竹
内
秀
男
氏
は
自
身
の

論
文(

２)

で
、
式
部
と
道
長
は

『

後
撰
和
歌
集』

巻
第
六
秋
中
に
見
え
る
藤
原
師
輔
と

大
輔
と
の
贈
答
歌
を
踏
ま
え
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
古
歌
と
は
以

下
の
歌
で
あ
る
。

を
り
て
み
る

袖
さ
へ
ぬ
る
ゝ

を
み
な
へ
し

露
け
き
も
の
と

い
ま
や
し

る
ら
ん

(

右
大
臣
九
条
・
巻
六
秋
中

281)

返
し

よ
ろ
つ
よ
に

か
ゝ
ら
む
露
を

を
み
な
へ
し

な
に
を
も
ふ
と
か

ま
た
き

ぬ
る
ら
ん

(

大
輔
・
巻
六
秋
中

282)

又
は

を
き
あ
か
す

つ
ゆ
の
よ
な
よ
な

へ
に
け
れ
は

ま
た
き
ぬ
る
と
も

お
も

は
さ
り
け
り

(

右
大
臣
・
巻
六
秋
中

283)

返
し

い
ま
は
ゝ
や

う
ち
と
け
ぬ
へ
き

し
ら
つ
ゆ
の

心
を
く
ま
て

よ
を
や
へ

に
け
る

(

大
輔
・
巻
六
秋
中

284)

『

後
撰
和
歌
集』

の

｢

秋
中｣

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
贈
答
歌

は
藤
原
師
輔
と
大
輔
、
二
人
の
恋
愛
関
係
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
竹
内
氏
の
説
か
ら
考
え
る
と
、
式
部
も
道
長
も
才
の
あ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
古
歌
の
背
景
を
踏
ま
え
て

｢

女
郎
花
―｣

｢

白
露
は
―｣

の
和
歌
を
や
り
と
り

し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
和
歌
の
や
り
取
り
の

箇
所
か
ら
、
式
部
と
道
長
に
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

②

源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
、
す
ず
ろ
言
ど

も
出
で
き
た
る
つ
い
で
に
、
梅
の
下
に
し
か
れ
た
る
紙
に
書
か
せ
た
ま
へ
る
、

す
き
物
と

名
に
し
た
て
れ
ば

み
る
人
の

を
ら
で
す
ぐ
る
は

あ
ら

じ
と
ぞ
お
も
ふ

た
ま
は
せ
た
れ
ば
、

人
に
ま
だ

を
ら
れ
ぬ
も
の
を

た
れ
か
こ
の

す
き
も
の
ぞ
と
は

口

な
ら
し
け
む

－37－



『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

め
ざ
ま
し
う｣

と
聞
こ
ゆ
。

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

こ
の
場
面
は
、
中
宮
の
御
前
に
置
か
れ
た

『

源
氏
物
語』

を
見
た
道
長
が
、『

源

氏
物
語』
の
作
者
で
あ
る
式
部
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
に
式
部
が
返
歌
を
述
べ
る
、
と

い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
も
注
目
す
べ
き
箇
所
は

｢

す
き
物
―｣

｢

人
は
ま

だ
―｣

の
和
歌
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
贈
答
歌
の
解
釈
で
あ
る
が
、
口
訳
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

(

梅
の
実
は
酸
い
も
の
だ
と
誰
で
も
知
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
熟
し
て
い
れ

ば
、
手
折
ら
ず
に
通
り
す
ぎ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
―
あ
な
た
は
色
の
道
の
わ
け
知

り
だ
と
有
名
な
人
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
会
っ
て
誘
い
の
手
を
さ
し
の
べ
な
い
人
は

あ
り
ま
す
ま
い)

(

酸
っ
ぱ
い
梅
の
実
は
と
て
も
始
終
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
、
私
は

誰
に
も
誘
惑
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
に
、
一
体
誰
が
そ
ん
な
好
き
者
だ
な
ん

て
評
判
を
立
て
た
の
で
し
ょ
う)

｢

す
き
物
―｣

の
歌
で
あ
る
が
、｢

す
き
物｣

に
は

｢
酸
き
物｣

と

｢

好
き
者｣

と

が
か
け
ら
れ
て
い
て
、｢

を
ら
で｣

に
は
、
梅
の
実
の
つ
い
た
枝
を
手
折
る
こ
と
と
、

男
性
が
女
性
を
誘
惑
す
る
こ
と
と
が
か
け
ら
れ
て
い
る
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

歌
に
つ
い
て
萩
谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
、
道
長
が
式
部
に
対
し
て
、

恋
人
の
有
無
を
打
診
し
た
歌
だ
と
言
っ
て
い
る
。『

源
氏
物
語』

の
著
者
で
あ
る
式

部
を
そ
の
道
の
達
人
、
好
き
者
と
考
え
る
世
間
の
評
判
を
前
提
と
し
て
、
夫
宣
孝
と

長
保
三
年
四
月
二
十
五
日
に
死
別
し
て
か
ら
、
寛
弘
五
年
五
月
ま
で
、
七
年
余
に
わ

た
っ
て
後
家
を
立
て
と
お
し
て
い
る
式
部
に
、
一
人
や
二
人
の
恋
人
が
い
な
い
は
ず

が
な
い
と
考
え
た
道
長
が
、
こ
の
和
歌
で
ま
ず
は
恋
人
の
有
無
を
打
診
し
た
の
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
道
長
の
歌
に
対
し
て
式
部
は
、｢

私
は
ま
だ
誰
に
も
折
ら

れ
て
い
な
い
の
に
、
誰
が
こ
の
よ
う
に｢

す
き
も
の｣

な
ど
と
言
い
立
て
た
の
で
し
ょ

う｣

と
道
長
を
た
し
な
め
る
よ
う
な
歌
を
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
贄
裕
子
氏
は
こ
の

｢

す
き
物
と
―｣

の
歌
に
関
し
て
、｢

｢

を
ら
で
過
ぐ｣

と
い
う
言
葉
使
い
か
ら
想
い

起
こ
さ
れ
る

『

源
氏
物
語』

の
夕
顔
巻
を
踏
ま
え
て
歌
の
後
半
を
解
釈
す
れ
ば
、

｢

光
源
氏
が
六
条
御
息
所
邸
か
ら
の
朝
帰
り
の
折
、
御
息
所
の
女
房
の
中
将
の
君
に

対
し
て
も
、｢

隅
の
間
の
高
欄
に
し
ば
し
ひ
き
据
ゑ｣

(

夕
顔
①
一
四
七
〜
一
四
八
頁)

て

｢

折
ら
で
過
ぎ
う
き｣

と
歌
い
か
け
手
を
と
ら
え
た
よ
う
に
、
あ
な
た
を
手
折
ら

な
い
で
行
き
過
ぎ
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
も
光
源
氏
の
ま
ね
を
し

て
み
た
い
も
の
で
す｣

と
な
ろ
う
か
。｣ (

３)

と
言
っ
て
い
る
。
萩
谷
氏
の
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
贄
氏
の
論
文
の
中
か
ら
も
、
式
部
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
の
は
難

し
い
が
、
道
長
は
式
部
に
対
し
て
気
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
道
長
が
式
部
に
気
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
式
部
へ
恋
人
の
打
診
を
し
た
り
す

る
必
要
も
な
い
し
、
こ
の
よ
う
に
誘
う
よ
う
な
歌
を
式
部
に
詠
み
か
け
る
と
は
考
え

に
く
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
も

『

紫
式
部
日
記』

か
ら
二
人
の
関
係
を
考
え
る
上

で
重
要
な
箇
所
で
あ
る
と
言
え
る
。

③

渡
殿
に
寝
た
る
夜
、｢

戸
を
た
た
く
人
あ
り｣

と
聞
け
ど
、
お
そ
ろ
し
さ

に
、
音
も
せ
で
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、

夜
も
す
が
ら

水
鶏
よ
り
け
に

な
く
な
く
ぞ

真
木
の
戸
口
に

た
た

き
わ
び
つ
る

返
し
、た

だ
な
ら
じ

と
ば
か
り
た
た
く

水
鶏
ゆ
ゑ

あ
け
て
は
い
か
に

く

や
し
か
ら
ま
し

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

こ
の
場
面
は
、
式
部
が
寝
て
い
る
局
の
戸
を
夜
に
誰
か
が
叩
く
音
が
聞
こ
え
、
怯

え
て
夜
を
明
か
す
と
朝
に
こ
の
よ
う
な
和
歌
が
届
い
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
り
、
前

述
し
た
②
の
後
に
続
く
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
章
段
で
挙
げ
た

『

尊
卑
分

脈』

は『

紫
式
部
日
記』

の
こ
の
箇
所
を
見
て
、
式
部
を｢

御
堂
関
白
道
長
妾
云
々｣

と
記
述
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
の
中
で
も
、
式
部
と
道
長
は
関

係
が
あ
っ
た
と
考
え
る
に
至
っ
た
き
っ
か
け
の
箇
所
で
も
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
場
面
で
詠
ま
れ
て
い
る
贈
答
歌
は
主
語
が
省
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
一
般
に
道
長
と
式
部
の
贈
答
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

『

新
勅
撰
集』

で

道
長
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
、『

紫
式
部
日
記
絵
巻』

に
も
こ
の
場
面

の
絵
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
絵
は
道
長
が
式
部
の
局
を
訪
れ
て
い
る
絵
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
が
道
長
と
式
部
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
戸
を
叩
い
た
人
物
が
道
長

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

－38－

愛
を
現
実
生
活
の
中
で
拒
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
っ

て
も
よ
い｣

(

１)

と
述
べ
て
い
る
し
、
式
部
が
道
長
を
拒
む
理
由
が
な
い
こ
と
は
確
実

だ
と
言
え
る
。
や
は
り
誘
い
を
拒
む
理
由
が
な
い
こ
と
は
、
二
人
の
関
係
が
発
展
し

て
い
く
大
き
な
理
由
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

式
部
と
道
長
の
関
係
が
あ
っ
た
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
。

四
、『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の

や
り
取
り

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
道
長
が
登
場
す
る
場
面
は
多
く
あ
り
、
ほ
ぼ
全
体
に
わ

た
っ
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
私
が
式
部
と
道
長
の
関
係
と
関
わ
り
の
あ

る
と
考
え
る
箇
所
三
つ
を
挙
げ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
二
人
の
交
情
に
関
係
あ
る
の

か
を
述
べ
て
い
く
。

①

渡
殿
の
戸
口
の
局
に
見
い
だ
せ
ば
、
ほ
の
う
ち
霧
り
た
る
朝
の
、
露
も
ま

だ
お
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
給
ひ
て
、
御
随
身
め
し
て
、
遣
水
は
ら
は
せ
給
ふ
。

橋
の
南
な
る
女
郎
花
の
、
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
一
枝
を
ら
せ
給
ひ
て
、
几

帳
の
か
み
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
給
へ
り
。

御
さ
ま
の
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
に
、
我
が
朝
顔
の
お
も
ひ
し
ら
る
れ
ば
、

｢

こ
れ
、
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む｣

と
の
た
ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、
硯
の
も
と
に
よ
り
ぬ
。

女
郎
花

さ
か
り
の
色
を

み
る
か
ら
に

露
の
分
き
け
る

身
こ
そ
し

ら
る
れ

｢

あ
な
疾｣

と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
め
し
い
づ
。

白
露
は

分
き
て
も
お
か
じ

女
郎
花

心
か
ら
に
や

色
の
染
む
ら
む

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
八
月)

こ
れ
は
式
部
が
局
か
ら
外
を
見
て
い
る
と
、
朝
早
く
か
ら
庭
の
遣
水
の
ご
み
を
払

わ
せ
て
い
る
道
長
の
姿
が
目
に
入
る
。
式
部
に
気
付
い
た
道
長
が
、
咲
い
て
い
る
女

郎
花
を
一
枝
折
り
、
和
歌
を
投
げ
掛
け
た
。
そ
の
和
歌
に
式
部
が
答
え
る
、
と
い
う

場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
和
歌
の
や
り
取
り
に
関
し
て
、
竹
内
秀
男
氏
は
自
身
の

論
文(

２)

で
、
式
部
と
道
長
は

『

後
撰
和
歌
集』

巻
第
六
秋
中
に
見
え
る
藤
原
師
輔
と

大
輔
と
の
贈
答
歌
を
踏
ま
え
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
古
歌
と
は
以

下
の
歌
で
あ
る
。

を
り
て
み
る

袖
さ
へ
ぬ
る
ゝ

を
み
な
へ
し

露
け
き
も
の
と

い
ま
や
し

る
ら
ん

(

右
大
臣
九
条
・
巻
六
秋
中

281)

返
し

よ
ろ
つ
よ
に

か
ゝ
ら
む
露
を

を
み
な
へ
し

な
に
を
も
ふ
と
か

ま
た
き

ぬ
る
ら
ん

(

大
輔
・
巻
六
秋
中

282)

又
は

を
き
あ
か
す

つ
ゆ
の
よ
な
よ
な

へ
に
け
れ
は

ま
た
き
ぬ
る
と
も

お
も

は
さ
り
け
り

(

右
大
臣
・
巻
六
秋
中

283)

返
し

い
ま
は
ゝ
や

う
ち
と
け
ぬ
へ
き

し
ら
つ
ゆ
の

心
を
く
ま
て

よ
を
や
へ

に
け
る

(

大
輔
・
巻
六
秋
中

284)

『

後
撰
和
歌
集』

の

｢

秋
中｣

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
贈
答
歌

は
藤
原
師
輔
と
大
輔
、
二
人
の
恋
愛
関
係
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
竹
内
氏
の
説
か
ら
考
え
る
と
、
式
部
も
道
長
も
才
の
あ
る
人
物
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
古
歌
の
背
景
を
踏
ま
え
て

｢

女
郎
花
―｣

｢

白
露
は
―｣

の
和
歌
を
や
り
と
り

し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
和
歌
の
や
り
取
り
の

箇
所
か
ら
、
式
部
と
道
長
に
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

②

源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
、
す
ず
ろ
言
ど

も
出
で
き
た
る
つ
い
で
に
、
梅
の
下
に
し
か
れ
た
る
紙
に
書
か
せ
た
ま
へ
る
、

す
き
物
と

名
に
し
た
て
れ
ば

み
る
人
の

を
ら
で
す
ぐ
る
は

あ
ら

じ
と
ぞ
お
も
ふ

た
ま
は
せ
た
れ
ば
、

人
に
ま
だ

を
ら
れ
ぬ
も
の
を

た
れ
か
こ
の

す
き
も
の
ぞ
と
は

口

な
ら
し
け
む
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『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

と
あ
れ
ば
、
用
な
さ
に
と
ど
め
つ
。

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
九
月
九
日)

こ
の
記
事
は
九
月
九
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
九
月
九
日
は｢

重
陽
の
節
句｣

で
あ
る
。｢

重
陽
の
節
句｣

と
は
菊
酒
を
飲
ん
だ
り
、
前
の
晩
か
ら
菊
の
花
の
上
に

綿
を
置
い
て
露
を
含
ま
せ
、
そ
れ
で
顔
や
体
を
ふ
い
て
若
返
り
を
願
う
、
老
い
を
捨

て
る
、
と
い
う
風
習
の
こ
と
で
あ
る
。
倫
子
は
そ
の
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を｢

う

ん
と
念
入
り
に
老
い
を
拭
き
取
り
な
さ
い｣

と
言
っ
て
式
部
に
贈
っ
た
。
そ
ん
な
倫

子
に
対
し
て
式
部
は

｢

私
は
た
い
し
て
年
寄
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
と
若
返
る
と
い
っ
た
程
度
に
袖
を
触
れ
て
、
こ
の
菊
の
露
と
、
露
が
も
た
ら

す
千
年
も
の
寿
命
は
、
花
の
持
ち
主
の
あ
な
た
様
に
お
譲
り
申
し
ま
し
ょ
う｣

と
返

し
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
夫
と
式
部
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
倫
子
が
、

嫉
妬
し
て
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
た
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
時

は
一
夫
多
妻
が
常
識
の
世
の
中
で
あ
り
、
愛
人
な
ど
と
い
う
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は

珍
し
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
あ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
中
で

な
ぜ
倫
子
は
式
部
を
敵
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
式
部
に
対
し
て
倫
子
は
む
や
み
に
嫉

妬
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
嫉
妬
す
る
に
は
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
、
萩

谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
述
べ
て
い
る
。

一
つ
め
は

｢

式
部
の
身
分
の
低
さ｣

で
あ
る
。
式
部
は
倫
子
の
母
方
と
同
じ
北
家

藤
原
氏
良
門
流
の
再
従
姉
妹
。
式
部
の
夫
で
あ
る
宣
孝
も
ま
た
、
倫
子
と
再
従
兄
妹

の
関
係
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
今
で
は
家
司
階
級
・
受
領
階
級
と
し
て
摂
関
大
臣

家
に
臣
従
す
る
低
い
家
柄
。
ま
た
、
式
部
の
父
の
為
時
は
、
昇
殿
を
ゆ
る
さ
れ
な
い

散
位
の
五
位
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
倫
子
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け

る
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は

｢

式
部
の
年
齢｣

で
あ
る
。
一
夫
多
妻
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
権
力
者

の
妻
室
は
、
自
分
が
女
性
と
し
て
の
魅
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
よ
う
な
年
齢
に
達
し

た
時
に
は
、
妻
と
し
て
の
権
力
の
座
を
保
持
す
る
た
め
に
、
親
族
や
侍
女
の
よ
う
な

自
己
の
身
内
の
若
い
女
性
を
側
妾
と
し
て
夫
に
勧
め
る
よ
う
な
習
わ
し
が
あ
っ
た
。

夫
で
あ
る
道
長
の
交
情
を
黙
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
倫
子
で
あ
っ
た
が
、
さ
ほ
ど

年
齢
差
の
な
い
式
部
に
対
し
て
は
許
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
式
部
は
お
そ

ら
く
寛
弘
五
年
当
時
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
確
か
に
四
十
三
歳
の
道
長

に
対
し
て
四
十
五
歳
の
倫
子
よ
り
は
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

新
し
く
情
人
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
は
、
式
部
の
年
齢
は
い
き
す
ぎ
て
い
た
の
で
あ

る
。
特
に
式
部
を
名
指
し
し
て
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
た
倫
子
の
真
意
は
、

実
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
つ
め
は

｢

式
部
の
教
養
才
能｣

で
あ
る
。『

源
氏
物
語』

の
作
者
と
し
て
、
世

間
に
定
評
の
あ
る
式
部
の
教
養
才
能
が
、
倫
子
に
と
っ
て
は
ま
ば
ゆ
く
も
目
ざ
わ
り

だ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
学
才
の
故
に
こ
そ
、
式
部
を
中
宮
彰
子
の
教
養
係

と
し
て
召
し
い
だ
す
こ
と
に
自
分
も
賛
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
そ
れ
が
仇
と

な
っ
て
、
夫
道
長
の
興
味
を
そ
そ
り
、
嫉
妬
の
苦
汁
を
な
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。

以
上
の
三
つ
が
倫
子
が
式
部
に
対
し
て
嫉
妬
す
る
理
由
で
あ
る
。

ま
た
そ
ん
な
倫
子
に
対
し
て
、
式
部
は
ど
ん
な
反
応
を
し
た
の
か
。
式
部
が
菊
の

露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
て
き
た
倫
子
に
対
し
て

｢

菊
の
露
―｣

と
い
う
歌
を
返
し

た
こ
と
に
も
、
自
分
も
三
十
路
を
越
え
て
い
る
と
は
い
え
、
男
性
に
対
す
る
魅
力
を

失
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
式
部
の
自
信
か
ら
そ
の
歌
を
贈
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
式
部
の
自
信
は
や
は
り
、
道
長
か
ら
言
い
寄
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②

お
そ
ろ
し
か
る
べ
き
夜
の
御
酔
ひ
な
め
り
と
み
て
、
こ
と
は
つ
る
ま
ま
に
、

宰
相
の
君
に
い
ひ
あ
は
せ
て
、
東
面
に
殿
の
君
達
・
宰
相
の
宰
相
の
中
将
な
ど

入
り
て
、
さ
わ
が
し
か
れ
ば
、
ふ
た
り
御
帳
の
う
し
ろ
に
居
か
く
れ
た
る
を
、

と
り
は
ら
は
せ
給
ひ
て
、
ふ
た
り
な
が
ら
と
ら
へ
据
ゑ
さ
せ
給
へ
り
。

｢

和
歌
ひ
と
つ
つ
か
う
ま
つ
れ
。
さ
ら
ば
ゆ
る
さ
む｣

と
の
た
ま
は
す
。
い
と
わ
び
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
聞
こ
ゆ
。

い
か
に
い
か
が

か
ぞ
へ
や
る
べ
き

や
ち
と
せ
の

あ
ま
り
久
し
き

君
が
御
代
を
ば

｢

あ
は
れ
、
つ
か
う
ま
つ
れ
る
か
な｣

と
、
二
た
び
ば
か
り
誦
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
い
と
と
う
の
た
ま
は
せ
た
る
、

あ
し
た
づ
の

よ
は
ひ
し
あ
ら
ば

き
み
が
代
の

千
と
せ
の
か
ず
も

か
ぞ
へ
と
り
て
む

さ
ば
か
り
酔
ひ
た
ま
へ
る
御
心
ち
に
も
、
お
ぼ
し
け
る
こ
と
の
さ
ま
な
れ
ば
、
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さ
て
、
こ
こ
で
疑
問
に
思
う
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
め
は
、
式
部
が

『

紫
式
部
日
記』

に
こ
の
よ
う
な
、
二
人
に
関
係
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
に
お
わ
せ
る
や
り
取
り
を
載
せ
た
意
図
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考

え
る
に
は
ま
ず
、『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
理
由
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
本
当
の
理
由
は
未
だ
分

か
っ
て
い
な
い
。『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
理
由
は
諸
説
あ
り
、
深
町
健
一
郎

氏
は｢

主
家
の
繁
栄
を
記
録
す
る
と
い
う
公
的
な
職
務｣

(

４)

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

福
家
俊
幸
氏
は

｢『
日
記』

執
筆
を
依
頼
し
た
、
い
わ
ば
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
風
雅
な
や
り
と
り
を
通
し
て
物
語
世
界
の
貴
公
子
の

よ
う
に
理
想
化
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う｣

(

１)

と
自
身
の
論
文

に
書
い
て
お
り
、
道
長
が『

紫
式
部
日
記』

を
式
部
に
書
か
せ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。

贄
裕
子
氏(

３)

は
こ
の
や
り
取
り
自
体
を
後
宮
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
こ
の
贈
答
歌
の

や
り
取
り
も
道
長
の
演
出
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、『

紫
式
部

日
記』

は
公
的
文
書
と
い
う
考
え
が
一
般
的
に
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
、

『

紫
式
部
日
記』

が
深
町
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
公
的
な
職
務
を
目
的
で
書
か
れ
た

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
公
的
な
文
書
に
右
記
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
載

せ
る
だ
ろ
う
か
。
公
的
な
文
書
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
の
目
に
と
ま
る
も
の
で

も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
私
的
な
内
容
は
書
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

｢

夜
も
す
が
ら
―｣

｢

た
だ
な
ら
じ
―｣

の
一
連
の
や
り
取
り
を
載
せ
た
と
い
う
こ
と

は
、
式
部
自
身
に
も
道
長
か
ら
誘
い
を
受
け
た
こ
と
を
誇
り
に
思
う
一
面
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
文
書
に
も
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
萩
谷
朴
氏
も

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で

｢

む
し
ろ
道
長
ほ
ど
の
人
物
か
ら
求
愛
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
誇
る
べ
き
事
実
と
し
て
、
ど
こ
か
に
記
録
し
て
お
き
た
い
気
持
が
抑
え
き

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
福
家
氏
や
贄
氏
が
言
う
よ
う

に

『

紫
式
部
日
記』

が
道
長
の
後
宮
政
策
の
為
に
道
長
の
命
令
で
書
か
れ
た
、
と
い

う
説
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
則
っ
て
式
部
が
道
長
の
才
を
記
そ
う
と
こ
の
場
面
を
書

い
た
と
す
れ
ば
、
別
の
和
歌
で
も
良
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
式
部
が
道
長

か
ら
誘
い
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
場
面
で
な
く
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
に
、
道
長
も
こ
の
よ
う
な
演
出
で
な
く
て
も
良
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
場
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
疑
問
の
も
う
一
つ
は
、
何
も
関
係
の
な
い

女
性
の
局
を
夜
に
男
性
が
訪
れ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当

時
の
風
習
か
ら
考
え
る
と
た
だ
訪
れ
て
み
た
だ
け
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。
式
部
は

分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
道
長
に
は
式
部
に
対
し
て
何
ら
か
の
気
持
ち
が
あ
り
、

夜
に
式
部
の
局
を
訪
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
部
も
こ
の
場
面
で
は
断
っ
て

い
る
が
、
後
日
は
ど
う
な
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
し
、『

紫
式
部
日
記』

に
も
記
述

は
な
い
。
関
係
が
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
の
は
難
し
い
気
も
す
る
。

以
上
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り

の
中
で
式
部
と
道
長
の
関
係
に
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所

で
あ
る
。
書
か
れ
た
本
当
の
理
由
は
謎
な
ま
ま
だ
が
、『

紫
式
部
日
記』

に
書
か
れ

た
文
書
は
式
部
が
実
際
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
し
、

真
意
は
何
で
あ
る
に
し
ろ
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
式
部
と
道
長
の
間
で
行
わ
れ
て

い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
三
箇
所
を
見
て
関
係
が
あ
っ
た
と
言
え
る
と

思
う
し
、
逆
に
関
係
が
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
方
が
難
し
い
と
考
え
る
。

五
、『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
正
妻
・
源
倫
子

の
や
り
取
り

『

紫
式
部
日
記』

を
読
み
込
ん
で
い
く
中
で
、
式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
て
い

く
に
は
道
長
の
正
妻
で
も
あ
る
源
倫
子
と
式
部
の
関
係
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
た
。
式
部
と
道
長
ほ
ど
多
く
の
や
り
取
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
式
部
と
倫

子
の
や
り
取
り
も『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
何
カ
所
か
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
も
、

式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
関
係
の
深
い
箇
所
を
三
カ
所
述
べ
て
、

考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①

九
日
、
菊
の
綿
を
兵
部
の
お
も
と
の
持
て
来
て
、

｢

こ
れ
、
殿
の
上
の
、
と
り
わ
き
て
。『

い
と
よ
う
老
い
拭
ひ
捨
て
給
へ』

と
、

の
た
ま
は
せ
つ
る｣

と
あ
れ
ば
、

菊
の
露

わ
か
ゆ
ば
か
り
に

袖
ふ
れ
て

花
の
あ
る
じ
に

千
代
は
ゆ

づ
ら
む

と
て
、
か
へ
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
程
に
、

｢

あ
な
た
に
帰
り
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ｣
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『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

と
あ
れ
ば
、
用
な
さ
に
と
ど
め
つ
。

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
九
月
九
日)

こ
の
記
事
は
九
月
九
日
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
九
月
九
日
は｢

重
陽
の
節
句｣

で
あ
る
。｢
重
陽
の
節
句｣

と
は
菊
酒
を
飲
ん
だ
り
、
前
の
晩
か
ら
菊
の
花
の
上
に

綿
を
置
い
て
露
を
含
ま
せ
、
そ
れ
で
顔
や
体
を
ふ
い
て
若
返
り
を
願
う
、
老
い
を
捨

て
る
、
と
い
う
風
習
の
こ
と
で
あ
る
。
倫
子
は
そ
の
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を｢

う

ん
と
念
入
り
に
老
い
を
拭
き
取
り
な
さ
い｣

と
言
っ
て
式
部
に
贈
っ
た
。
そ
ん
な
倫

子
に
対
し
て
式
部
は

｢
私
は
た
い
し
て
年
寄
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
と
若
返
る
と
い
っ
た
程
度
に
袖
を
触
れ
て
、
こ
の
菊
の
露
と
、
露
が
も
た
ら

す
千
年
も
の
寿
命
は
、
花
の
持
ち
主
の
あ
な
た
様
に
お
譲
り
申
し
ま
し
ょ
う｣

と
返

し
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
夫
と
式
部
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
倫
子
が
、

嫉
妬
し
て
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
た
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
時

は
一
夫
多
妻
が
常
識
の
世
の
中
で
あ
り
、
愛
人
な
ど
と
い
う
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は

珍
し
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
あ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
中
で

な
ぜ
倫
子
は
式
部
を
敵
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
式
部
に
対
し
て
倫
子
は
む
や
み
に
嫉

妬
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
嫉
妬
す
る
に
は
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
、
萩

谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
述
べ
て
い
る
。

一
つ
め
は

｢

式
部
の
身
分
の
低
さ｣

で
あ
る
。
式
部
は
倫
子
の
母
方
と
同
じ
北
家

藤
原
氏
良
門
流
の
再
従
姉
妹
。
式
部
の
夫
で
あ
る
宣
孝
も
ま
た
、
倫
子
と
再
従
兄
妹

の
関
係
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
今
で
は
家
司
階
級
・
受
領
階
級
と
し
て
摂
関
大
臣

家
に
臣
従
す
る
低
い
家
柄
。
ま
た
、
式
部
の
父
の
為
時
は
、
昇
殿
を
ゆ
る
さ
れ
な
い

散
位
の
五
位
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
倫
子
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け

る
の
で
あ
る
。

二
つ
め
は

｢

式
部
の
年
齢｣

で
あ
る
。
一
夫
多
妻
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
権
力
者

の
妻
室
は
、
自
分
が
女
性
と
し
て
の
魅
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
よ
う
な
年
齢
に
達
し

た
時
に
は
、
妻
と
し
て
の
権
力
の
座
を
保
持
す
る
た
め
に
、
親
族
や
侍
女
の
よ
う
な

自
己
の
身
内
の
若
い
女
性
を
側
妾
と
し
て
夫
に
勧
め
る
よ
う
な
習
わ
し
が
あ
っ
た
。

夫
で
あ
る
道
長
の
交
情
を
黙
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
倫
子
で
あ
っ
た
が
、
さ
ほ
ど

年
齢
差
の
な
い
式
部
に
対
し
て
は
許
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
式
部
は
お
そ

ら
く
寛
弘
五
年
当
時
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
確
か
に
四
十
三
歳
の
道
長

に
対
し
て
四
十
五
歳
の
倫
子
よ
り
は
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

新
し
く
情
人
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
は
、
式
部
の
年
齢
は
い
き
す
ぎ
て
い
た
の
で
あ

る
。
特
に
式
部
を
名
指
し
し
て
菊
の
露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
た
倫
子
の
真
意
は
、

実
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
つ
め
は

｢

式
部
の
教
養
才
能｣

で
あ
る
。『

源
氏
物
語』

の
作
者
と
し
て
、
世

間
に
定
評
の
あ
る
式
部
の
教
養
才
能
が
、
倫
子
に
と
っ
て
は
ま
ば
ゆ
く
も
目
ざ
わ
り

だ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
学
才
の
故
に
こ
そ
、
式
部
を
中
宮
彰
子
の
教
養
係

と
し
て
召
し
い
だ
す
こ
と
に
自
分
も
賛
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
そ
れ
が
仇
と

な
っ
て
、
夫
道
長
の
興
味
を
そ
そ
り
、
嫉
妬
の
苦
汁
を
な
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。

以
上
の
三
つ
が
倫
子
が
式
部
に
対
し
て
嫉
妬
す
る
理
由
で
あ
る
。

ま
た
そ
ん
な
倫
子
に
対
し
て
、
式
部
は
ど
ん
な
反
応
を
し
た
の
か
。
式
部
が
菊
の

露
を
含
ま
せ
た
綿
を
贈
っ
て
き
た
倫
子
に
対
し
て

｢

菊
の
露
―｣

と
い
う
歌
を
返
し

た
こ
と
に
も
、
自
分
も
三
十
路
を
越
え
て
い
る
と
は
い
え
、
男
性
に
対
す
る
魅
力
を

失
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
式
部
の
自
信
か
ら
そ
の
歌
を
贈
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
式
部
の
自
信
は
や
は
り
、
道
長
か
ら
言
い
寄
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②

お
そ
ろ
し
か
る
べ
き
夜
の
御
酔
ひ
な
め
り
と
み
て
、
こ
と
は
つ
る
ま
ま
に
、

宰
相
の
君
に
い
ひ
あ
は
せ
て
、
東
面
に
殿
の
君
達
・
宰
相
の
宰
相
の
中
将
な
ど

入
り
て
、
さ
わ
が
し
か
れ
ば
、
ふ
た
り
御
帳
の
う
し
ろ
に
居
か
く
れ
た
る
を
、

と
り
は
ら
は
せ
給
ひ
て
、
ふ
た
り
な
が
ら
と
ら
へ
据
ゑ
さ
せ
給
へ
り
。

｢

和
歌
ひ
と
つ
つ
か
う
ま
つ
れ
。
さ
ら
ば
ゆ
る
さ
む｣

と
の
た
ま
は
す
。
い
と
わ
び
し
く
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
聞
こ
ゆ
。

い
か
に
い
か
が

か
ぞ
へ
や
る
べ
き

や
ち
と
せ
の

あ
ま
り
久
し
き

君
が
御
代
を
ば

｢
あ
は
れ
、
つ
か
う
ま
つ
れ
る
か
な｣

と
、
二
た
び
ば
か
り
誦
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
い
と
と
う
の
た
ま
は
せ
た
る
、

あ
し
た
づ
の

よ
は
ひ
し
あ
ら
ば

き
み
が
代
の

千
と
せ
の
か
ず
も

か
ぞ
へ
と
り
て
む

さ
ば
か
り
酔
ひ
た
ま
へ
る
御
心
ち
に
も
、
お
ぼ
し
け
る
こ
と
の
さ
ま
な
れ
ば
、
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さ
て
、
こ
こ
で
疑
問
に
思
う
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
め
は
、
式
部
が

『

紫
式
部
日
記』

に
こ
の
よ
う
な
、
二
人
に
関
係
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
に
お
わ
せ
る
や
り
取
り
を
載
せ
た
意
図
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考

え
る
に
は
ま
ず
、『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
理
由
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
本
当
の
理
由
は
未
だ
分

か
っ
て
い
な
い
。『

紫
式
部
日
記』

が
書
か
れ
た
理
由
は
諸
説
あ
り
、
深
町
健
一
郎

氏
は｢

主
家
の
繁
栄
を
記
録
す
る
と
い
う
公
的
な
職
務｣

(

４)

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

福
家
俊
幸
氏
は

｢『

日
記』

執
筆
を
依
頼
し
た
、
い
わ
ば
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
風
雅
な
や
り
と
り
を
通
し
て
物
語
世
界
の
貴
公
子
の

よ
う
に
理
想
化
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う｣

(

１)

と
自
身
の
論
文

に
書
い
て
お
り
、
道
長
が『

紫
式
部
日
記』

を
式
部
に
書
か
せ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。

贄
裕
子
氏(

３)

は
こ
の
や
り
取
り
自
体
を
後
宮
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
こ
の
贈
答
歌
の

や
り
取
り
も
道
長
の
演
出
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、『

紫
式
部

日
記』

は
公
的
文
書
と
い
う
考
え
が
一
般
的
に
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
、

『

紫
式
部
日
記』

が
深
町
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
公
的
な
職
務
を
目
的
で
書
か
れ
た

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
公
的
な
文
書
に
右
記
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
載

せ
る
だ
ろ
う
か
。
公
的
な
文
書
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
の
目
に
と
ま
る
も
の
で

も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
私
的
な
内
容
は
書
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

｢

夜
も
す
が
ら
―｣

｢

た
だ
な
ら
じ
―｣

の
一
連
の
や
り
取
り
を
載
せ
た
と
い
う
こ
と

は
、
式
部
自
身
に
も
道
長
か
ら
誘
い
を
受
け
た
こ
と
を
誇
り
に
思
う
一
面
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
文
書
に
も
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
萩
谷
朴
氏
も

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で

｢

む
し
ろ
道
長
ほ
ど
の
人
物
か
ら
求
愛
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
誇
る
べ
き
事
実
と
し
て
、
ど
こ
か
に
記
録
し
て
お
き
た
い
気
持
が
抑
え
き

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
福
家
氏
や
贄
氏
が
言
う
よ
う

に

『

紫
式
部
日
記』

が
道
長
の
後
宮
政
策
の
為
に
道
長
の
命
令
で
書
か
れ
た
、
と
い

う
説
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
則
っ
て
式
部
が
道
長
の
才
を
記
そ
う
と
こ
の
場
面
を
書

い
た
と
す
れ
ば
、
別
の
和
歌
で
も
良
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
式
部
が
道
長

か
ら
誘
い
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
場
面
で
な
く
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
に
、
道
長
も
こ
の
よ
う
な
演
出
で
な
く
て
も
良
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
場
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
疑
問
の
も
う
一
つ
は
、
何
も
関
係
の
な
い

女
性
の
局
を
夜
に
男
性
が
訪
れ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当

時
の
風
習
か
ら
考
え
る
と
た
だ
訪
れ
て
み
た
だ
け
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。
式
部
は

分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
道
長
に
は
式
部
に
対
し
て
何
ら
か
の
気
持
ち
が
あ
り
、

夜
に
式
部
の
局
を
訪
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
部
も
こ
の
場
面
で
は
断
っ
て

い
る
が
、
後
日
は
ど
う
な
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
し
、『

紫
式
部
日
記』

に
も
記
述

は
な
い
。
関
係
が
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
の
は
難
し
い
気
も
す
る
。

以
上
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
の
や
り
取
り

の
中
で
式
部
と
道
長
の
関
係
に
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所

で
あ
る
。
書
か
れ
た
本
当
の
理
由
は
謎
な
ま
ま
だ
が
、『

紫
式
部
日
記』

に
書
か
れ

た
文
書
は
式
部
が
実
際
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
説
得
力
が
あ
る
し
、

真
意
は
何
で
あ
る
に
し
ろ
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
式
部
と
道
長
の
間
で
行
わ
れ
て

い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
三
箇
所
を
見
て
関
係
が
あ
っ
た
と
言
え
る
と

思
う
し
、
逆
に
関
係
が
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
方
が
難
し
い
と
考
え
る
。

五
、『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
残
さ
れ
た
、
紫
式
部
と
正
妻
・
源
倫
子

の
や
り
取
り

『

紫
式
部
日
記』

を
読
み
込
ん
で
い
く
中
で
、
式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
て
い

く
に
は
道
長
の
正
妻
で
も
あ
る
源
倫
子
と
式
部
の
関
係
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
た
。
式
部
と
道
長
ほ
ど
多
く
の
や
り
取
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
式
部
と
倫

子
の
や
り
取
り
も『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
何
カ
所
か
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
も
、

式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
関
係
の
深
い
箇
所
を
三
カ
所
述
べ
て
、

考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①

九
日
、
菊
の
綿
を
兵
部
の
お
も
と
の
持
て
来
て
、

｢

こ
れ
、
殿
の
上
の
、
と
り
わ
き
て
。『

い
と
よ
う
老
い
拭
ひ
捨
て
給
へ』

と
、

の
た
ま
は
せ
つ
る｣

と
あ
れ
ば
、

菊
の
露

わ
か
ゆ
ば
か
り
に

袖
ふ
れ
て

花
の
あ
る
じ
に

千
代
は
ゆ

づ
ら
む

と
て
、
か
へ
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
程
に
、

｢

あ
な
た
に
帰
り
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ｣
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『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

く
せ
ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉
る
人
に
も
、
そ
ば
め
だ
て
ら
れ

で
侍
ら
ま
し
。

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

誰
か
ら
も
声
を
か
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
初
出
仕
か
ら
、
式
部
は
傷
つ
か
な
い
為

に
馬
鹿
で
間
抜
け
な
人
間
を
演
じ
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
功
を
奏
し
、
同

僚
皆
が
式
部
を
見
る
目
を
変
え
た
。｢

気
取
り
屋
で
人
を
見
下
す
よ
う
な
人｣

と
い

う
式
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
式
部
は
気
恥
ず
か
し

く
感
じ
た
。
う
る
さ
型
を
か
わ
す
為
に
馬
鹿
で
間
抜
け
な
人
間
を
演
じ
て
き
て
い
た

か
ら
だ
。
そ
こ
で
式
部
は
、
穏
や
か
で
あ
る
と
い
う
の
を
自
分
の
本
性
に
し
よ
う
と
、

自
分
を
変
え
る
努
力
を
し
、
距
離
を
置
か
れ
て
い
た
中
宮
彰
子
に
も
心
を
開
い
て
も

ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
内
容
の
日
記
で
あ
る
。
実
際
の
出
来
事
な
ど
と
関

係
が
あ
る
箇
所
で
は
な
く
、
一
見
論
文
の
テ
ー
マ
と
も
関
係
が
な
い
箇
所
に
も
見
え

る
が
、
こ
の
部
分
か
ら
は
、
今
ま
で
の
倫
子
の
態
度
に
対
し
て
、
傍
線
部
の

｢

く
せ

ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉
る
人｣

の
箇
所
に
式
部
の
皮
肉
が
垣
間
見

え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
主
語
が
省
か
れ
て
い
る

｢

く
せ
ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉

る
人｣

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
当
に
倫
子
の
こ
と
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
証
明
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
萩
谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
こ
の
よ
う
に
解
釈
し

て
い
る
。｢

く
せ
ぐ
せ
し｣

｢

や
さ
し
だ
つ｣

｢

恥
ぢ
ら
る｣

そ
れ
も
、
最
後
の

｢

恥

づ｣

を
、
前
文
の
式
部
に
関
す
る
前
評
判
に
お
け
る
と
同
様
、
気
の
お
け
る
、
気
骨

の
折
れ
る
、
気
が
ね
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の
悪
評
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
だ
け
の
三
条
件
を
備
え
た
女
性
は
、
式
部
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
相
当
な
煩
さ
型
の

人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
が
何
び
と
で
あ
る
か
を
推
定
す
る

条
件
が
四
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

１)
｢

く
せ
ぐ
せ
し｣

と
い
う
形
容
詞
が

｢

一
癖
あ
る｣

｢

ひ
ね
く
れ
て
い
る｣

と

い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

(

２)
｢

や
さ
し
だ
つ｣

と
い
う
自
動
詞
が

｢

上
品
ぶ
る｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

(

３)
｢

奉
る｣

と
い
う
最
高
敬
語
の
助
動
詞
を
使
用
す
る
必
要
の
あ
る
ほ
ど
高
貴
な

身
分
の
人
か
ら

｢

恥
ぢ
ら
れ｣

て
い
る
、
す
な
わ
ち
一
目
お
か
れ
て
い
る

(

４)

式
部
も
、
こ
の
人
に

｢

そ
ば
め
だ
て
ら
れ｣

る
こ
と
を
怖
れ
て
い
た

こ
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
人
物
が
他
の
誰
で
も
な
く
、
倫
子
で
あ
る
の
だ
。
中
宮

彰
子
を
中
心
と
し
て
中
宮
女
房
の
人
性
論
を
展
開
し
て
い
る

『

紫
式
部
日
記』

に
お

い
て
、｢

奉
る｣

と
い
う
対
象
尊
敬
語
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
中
宮
で
あ
る
と

仮
定
出
来
る
。
そ
の
中
宮
よ
り
は
下
卑
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
式
部
が
そ
の
人
か

ら
睨
ま
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
ほ
ど
の
上
位
者
で
あ
り
、
か
つ
、｢
く
せ
ぐ
せ

し｣
｢

や
さ
し
だ
つ｣

｢

恥
ぢ
ら
れ
奉
る｣

と
い
う
性
格
上
の
三
条
件
を
満
た
す
人
物

と
な
る
と
、
そ
れ
は
中
宮
の
母
倫
子
を
推
定
す
る
よ
り
他
な
い
。
古
参
上
臈
の
女
房

の
中
に
も
、
中
宮
が
一
目
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
女
性
が
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
式
部
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
批
評
し
て
き
た

限
り
の
実
在
人
物
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
誰
一
人
、
前
に
述
べ
た
四
つ
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
人
物
を
見
い
だ
せ
な
い
の
だ
。
中
宮
が
否
応
な
し
に
一
目
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人
物
は
、
道
長
・
倫
子
・
一
条
天
皇
の
三
人
で
あ
る
が
、
一
条
天
皇
は

中
宮
よ
り
下
卑
者
で
は
な
く
、
道
長
は
男
性
で
あ
る
か
ら(

２)

の｢

や
さ
し
だ
ち｣

が
妥
当
し
な
い
し
、
式
部
を

(

４)
｢

そ
ば
め
だ
つ｣

こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
残
る
と
こ
ろ
は
倫
子
一
人
で
あ
る
。
前
の
①
②
か
ら
で
も
、
式
部
が
倫
子
の

目
を
最
も
怖
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
式
部
が
倫
子
の
こ
と
を

｢

個
性
が
強
く
て｣

や

｢

お
上
品
ぶ
っ
て｣

と
皮
肉
た
っ
ぷ
り
で
い
や
み
の
よ
う
に

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
記
述
し
た
理
由
は

や
は
り
、
式
部
と
道
長
に
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
に
気
付
い
た
倫
子
が
嫉
妬
か
ら
、
式

部
へ
嫌
が
ら
せ
の
よ
う
な
も
の
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
に
①
②
が
道
長
を
巡
っ
て
の
倫
子
の
嫉
妬
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
最
後
に

以
上
の
よ
う
に

『

紫
式
部
日
記』

の
中
か
ら
式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
て
き
た

が
、
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が

出
来
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
卒
業
論
文
を
書
き
進
め
て
い
く
中
で
、
式
部
と
道
長
に
関

係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
中
で
よ
り
確
信
を
得
る
も
の
に
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
式
部
は
道
長
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
よ

ぎ
っ
た
。
式
部
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
、
こ
の
理
由
を
聞
く
こ
と
は
出

来
な
い
し
、『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
も
そ
れ
を
示
唆
す
る
記
述
は
な
い
。
そ
こ
で
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い
と
あ
は
れ
に
こ
と
わ
り
な
り
。
げ
に
、
か
く
も
て
は
や
し
き
こ
え
給
ふ
に
こ

そ
は
、
よ
ろ
づ
の
か
ざ
り
も
ま
さ
ら
せ
た
ま
ふ
め
れ
。
千
代
も
あ
く
ま
じ
き
御

ゆ
く
す
ゑ
の
、
数
な
ら
ぬ
心
ち
に
だ
に
、
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。

｢
宮
の
御
前
、
き
こ
し
め
す
や
。
つ
か
う
ま
つ
れ
り｣

と
わ
れ
ぼ
め
し
給
ひ
て
、

｢

宮
の
御
父
に
て
ま
ろ
わ
ろ
か
ら
ず
。
ま
ろ
が
む
す
め
に
て
宮
わ
ろ
く
お
は
し

ま
さ
ず
。
母
も
又
、
さ
い
は
ひ
あ
り
と
思
ひ
て
、
わ
ら
ひ
給
ふ
め
り
。
よ
い
夫

は
持
た
り
か
し
と
お
も
ひ
た
ん
め
り｣

と
、
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
給
ふ
も
、
こ
よ
な
き
御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
み
ゆ
。

さ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
さ
わ
が
し
き
心
ち
は
し
な
が
ら
、
め
で
た
く
の
み
聞

き
ゐ
さ
せ
給
ふ
。
殿
の
上
、
聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や
、
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ

る
気
し
き
な
れ
ば
、

｢

お
く
り
せ
ず
と
て
、
母
う
ら
み
た
ま
は
む
も
の
ぞ｣

と
て
、
い
そ
ぎ
て
御
帳
の
う
ち
を
と
ほ
ら
せ
給
ふ
。

｢

宮
、
な
め
し
と
お
ぼ
す
ら
む
。
親
の
あ
れ
ば
こ
そ
子
も
か
し
こ
け
れ｣

と
、
う
ち
つ
ぶ
や
き
た
ま
ふ
を
、
人
人
わ
ら
ひ
き
こ
ゆ
。

(『

紫
式
部
日
記』
寛
弘
五
年
十
一
月
一
日)

こ
れ
は
敦
成
親
王
の
お
誕
生
五
十
日
の
祝
い
の
場
面
で
あ
る
。
式
部
は
宰
相
の
君

と
申
し
合
わ
せ
て
早
々
に
退
散
す
る
つ
も
り
が
、
道
長
に
捕
ま
っ
て
し
ま
い
歌
を
詠

ま
さ
れ
る
。
式
部
の
歌
に
対
し
て
、
道
長
は
す
っ
か
り
酔
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

｢

あ
し
た
づ
の
―｣

と
い
う
歌
を
詠
み
、
そ
の
歌
か
ら
道
長
に
と
っ
て
、
若
君
の
誕

生
は
ず
っ
と
念
願
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
面
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
倫
子
が
不
機
嫌
な
箇
所
も
窺
え
る
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
箇
所
が
、
道
長
を
巡
っ
て
の
式
部
と
倫
子
の
関
係
を
示
す
部
分
で
も
あ

る
。
そ
の
箇
所
と
は
、
傍
線
部
の｢

聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や｣

の
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
長
の

｢

中
宮
の
お
父
様
だ
か
ら
私
は
ご
機
嫌
だ
。
私
の
娘
だ
か
ら
中
宮
も

ご
機
嫌
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
母
さ
ん
こ
れ
が
ま
た
、
し
あ
わ
せ
だ
と
思
っ
て
、
に

こ
に
こ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
よ
。
立
派
な
旦
那
さ
ん
を
持
っ
た
も
の
だ
と
思
っ

て
る
だ
ろ
う｣

と
い
う
冗
談
に
対
し
て
、
倫
子
が
聞
く
に
堪
え
な
い
と
思
い
向
こ
う

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
だ
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
道
長
を
巡
っ
た
式
部
と
倫

子
の
関
係
ど
こ
ろ
か
、
式
部
は
こ
の
箇
所
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
箇
所
か
ら
、
倫
子
が
式
部
を
敵
視
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
だ
。
こ

れ
は
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
敦
成
親
王
の
お
誕
生
五
十
日
の
祝
い
の
席
の
日
記
で
あ

る
。
に
こ
に
こ
笑
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
祝
い
の
席
を
、
四
十
五
歳
で
分
別

も
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
る
倫
子
が
、
席
を
立
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
は
ず
が
な
い
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
も
し
、
こ
れ
が
親
娘
三
人
の
席
で
あ
っ
た
ら
、
道
長
の
自
慢
話
は
、

倫
子
に
と
っ
て
も
聞
く
に
堪
え
な
い
も
の
で
は
な
く
、
共
に
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
か
り
に
周
囲
に
侍
女
た
ち
が
居
て
、
見
て
い
た
と
し
て
も
、
倫
子
は

気
を
つ
か
っ
た
り
、
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
す
る
ほ
ど
の
年
齢
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
身
分
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
倫
子
は
席
を
立
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
。
こ
の
理
由
に
道
長
を
巡
っ
た
式
部
と
倫
子
の
関
係
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『

紫
式
部
日
記』

の
記
事
で
あ
る
の
だ
か
ら
勿
論
、
式

部
も
参
加
し
て
い
た
。
や
は
り
こ
の
祝
い
の
席
に
式
部
が
同
席
し
て
い
て
、
そ
の
式

部
が
道
長
と
関
係
が
あ
る
こ
と
に
、
倫
子
が
既
に
そ
の
こ
と
を
感
づ
い
て
い
れ
ば
こ

そ
の
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

③

そ
れ
、｢

心
よ
り
ほ
か
の
わ
が
面
影
を
恥
づ｣

と
見
れ
ど
、
え
さ
ら
ず
さ

し
向
か
ひ
、
ま
じ
り
ゐ
た
る
こ
と
だ
に
あ
り
。｢

し
か
じ
か
さ
へ
、
も
ど
か
れ

じ｣

と
、
恥
づ
か
し
き
に
あ
ら
ね
ど
、｢

む
つ
か
し｣

と
思
ひ
て
、
呆
け
痴
れ

た
る
人
に
、
い
と
ど
な
り
は
て
て
侍
れ
ば
、

｢

か
う
は
推
し
は
か
ら
ざ
り
き
。
い
と
艶
に
、
恥
づ
か
し
く
、
人
見
え
に
く
げ

に
、
そ
ば
そ
ば
し
き
さ
ま
し
て
、
物
語
こ
の
み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に
、
人

を
人
と
も
思
は
ず
、
妬
げ
に
、
見
お
と
さ
む
も
の
と
な
む
、
み
な
人
人
云
ひ
思

ひ
つ
つ
憎
み
し
を
、
見
る
に
は
、
あ
や
し
き
ま
で
お
い
ら
か
に
、
こ
と
人
か
と

な
む
お
ぼ
ゆ
る｣

と
ぞ
、
み
な
云
ひ
侍
る
に
恥
づ
か
し
く
、｢

人
に
か
う
お
い
ら
け
も
の
と
見
お

と
さ
れ
に
け
る｣

と
は
思
ひ
侍
れ
ど
、
た
だ

｢

こ
れ
ぞ
わ
が
心｣

と
、
慣
ら
ひ

も
て
な
し
侍
る
あ
り
さ
ま
、
宮
の
御
前
も
、

｢

い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え
じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、
人
よ
り
け
に
む
つ
ま
じ

う
な
り
に
た
る
こ
そ｣

と
、
の
た
ま
は
す
る
を
り
を
り
侍
り
。

－41－



『紫式部日記』 から見る､ 紫式部と藤原道長の関係について

く
せ
ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉
る
人
に
も
、
そ
ば
め
だ
て
ら
れ

で
侍
ら
ま
し
。

(『

紫
式
部
日
記』

年
月
日
不
明
記
事)

誰
か
ら
も
声
を
か
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
初
出
仕
か
ら
、
式
部
は
傷
つ
か
な
い
為

に
馬
鹿
で
間
抜
け
な
人
間
を
演
じ
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
功
を
奏
し
、
同

僚
皆
が
式
部
を
見
る
目
を
変
え
た
。｢

気
取
り
屋
で
人
を
見
下
す
よ
う
な
人｣

と
い

う
式
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
式
部
は
気
恥
ず
か
し

く
感
じ
た
。
う
る
さ
型
を
か
わ
す
為
に
馬
鹿
で
間
抜
け
な
人
間
を
演
じ
て
き
て
い
た

か
ら
だ
。
そ
こ
で
式
部
は
、
穏
や
か
で
あ
る
と
い
う
の
を
自
分
の
本
性
に
し
よ
う
と
、

自
分
を
変
え
る
努
力
を
し
、
距
離
を
置
か
れ
て
い
た
中
宮
彰
子
に
も
心
を
開
い
て
も

ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
内
容
の
日
記
で
あ
る
。
実
際
の
出
来
事
な
ど
と
関

係
が
あ
る
箇
所
で
は
な
く
、
一
見
論
文
の
テ
ー
マ
と
も
関
係
が
な
い
箇
所
に
も
見
え

る
が
、
こ
の
部
分
か
ら
は
、
今
ま
で
の
倫
子
の
態
度
に
対
し
て
、
傍
線
部
の

｢

く
せ

ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉
る
人｣
の
箇
所
に
式
部
の
皮
肉
が
垣
間
見

え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
主
語
が
省
か
れ
て
い
る

｢

く
せ
ぐ
せ
し
く
、
や
さ
し
だ
ち
、
恥
ぢ
ら
れ
奉

る
人｣

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
当
に
倫
子
の
こ
と
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
証
明
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
萩
谷
朴
氏
は

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

で
こ
の
よ
う
に
解
釈
し

て
い
る
。｢

く
せ
ぐ
せ
し｣

｢

や
さ
し
だ
つ｣

｢

恥
ぢ
ら
る｣

そ
れ
も
、
最
後
の

｢

恥

づ｣

を
、
前
文
の
式
部
に
関
す
る
前
評
判
に
お
け
る
と
同
様
、
気
の
お
け
る
、
気
骨

の
折
れ
る
、
気
が
ね
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の
悪
評
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
だ
け
の
三
条
件
を
備
え
た
女
性
は
、
式
部
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
相
当
な
煩
さ
型
の

人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
が
何
び
と
で
あ
る
か
を
推
定
す
る

条
件
が
四
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

１)
｢

く
せ
ぐ
せ
し｣

と
い
う
形
容
詞
が

｢

一
癖
あ
る｣

｢

ひ
ね
く
れ
て
い
る｣

と

い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

(

２)
｢

や
さ
し
だ
つ｣

と
い
う
自
動
詞
が

｢

上
品
ぶ
る｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

(

３)
｢

奉
る｣

と
い
う
最
高
敬
語
の
助
動
詞
を
使
用
す
る
必
要
の
あ
る
ほ
ど
高
貴
な

身
分
の
人
か
ら

｢

恥
ぢ
ら
れ｣

て
い
る
、
す
な
わ
ち
一
目
お
か
れ
て
い
る

(

４)

式
部
も
、
こ
の
人
に

｢

そ
ば
め
だ
て
ら
れ｣

る
こ
と
を
怖
れ
て
い
た

こ
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
人
物
が
他
の
誰
で
も
な
く
、
倫
子
で
あ
る
の
だ
。
中
宮

彰
子
を
中
心
と
し
て
中
宮
女
房
の
人
性
論
を
展
開
し
て
い
る

『

紫
式
部
日
記』

に
お

い
て
、｢

奉
る｣

と
い
う
対
象
尊
敬
語
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
中
宮
で
あ
る
と

仮
定
出
来
る
。
そ
の
中
宮
よ
り
は
下
卑
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
式
部
が
そ
の
人
か

ら
睨
ま
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
ほ
ど
の
上
位
者
で
あ
り
、
か
つ
、｢

く
せ
ぐ
せ

し｣
｢

や
さ
し
だ
つ｣

｢

恥
ぢ
ら
れ
奉
る｣

と
い
う
性
格
上
の
三
条
件
を
満
た
す
人
物

と
な
る
と
、
そ
れ
は
中
宮
の
母
倫
子
を
推
定
す
る
よ
り
他
な
い
。
古
参
上
臈
の
女
房

の
中
に
も
、
中
宮
が
一
目
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
女
性
が
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
式
部
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
批
評
し
て
き
た

限
り
の
実
在
人
物
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
誰
一
人
、
前
に
述
べ
た
四
つ
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
人
物
を
見
い
だ
せ
な
い
の
だ
。
中
宮
が
否
応
な
し
に
一
目
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人
物
は
、
道
長
・
倫
子
・
一
条
天
皇
の
三
人
で
あ
る
が
、
一
条
天
皇
は

中
宮
よ
り
下
卑
者
で
は
な
く
、
道
長
は
男
性
で
あ
る
か
ら(

２)

の｢

や
さ
し
だ
ち｣

が
妥
当
し
な
い
し
、
式
部
を

(

４)
｢

そ
ば
め
だ
つ｣

こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
残
る
と
こ
ろ
は
倫
子
一
人
で
あ
る
。
前
の
①
②
か
ら
で
も
、
式
部
が
倫
子
の

目
を
最
も
怖
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
式
部
が
倫
子
の
こ
と
を

｢

個
性
が
強
く
て｣

や

｢

お
上
品
ぶ
っ
て｣

と
皮
肉
た
っ
ぷ
り
で
い
や
み
の
よ
う
に

『

紫
式
部
日
記』

の
中
で
記
述
し
た
理
由
は

や
は
り
、
式
部
と
道
長
に
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
に
気
付
い
た
倫
子
が
嫉
妬
か
ら
、
式

部
へ
嫌
が
ら
せ
の
よ
う
な
も
の
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
時
に
①
②
が
道
長
を
巡
っ
て
の
倫
子
の
嫉
妬
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
最
後
に

以
上
の
よ
う
に

『

紫
式
部
日
記』

の
中
か
ら
式
部
と
道
長
の
関
係
を
考
え
て
き
た

が
、
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

『

紫
式
部
日
記』

の
中
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が

出
来
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
卒
業
論
文
を
書
き
進
め
て
い
く
中
で
、
式
部
と
道
長
に
関

係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
中
で
よ
り
確
信
を
得
る
も
の
に
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
式
部
は
道
長
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
よ

ぎ
っ
た
。
式
部
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
、
こ
の
理
由
を
聞
く
こ
と
は
出

来
な
い
し
、『

紫
式
部
日
記』

の
中
に
も
そ
れ
を
示
唆
す
る
記
述
は
な
い
。
そ
こ
で
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い
と
あ
は
れ
に
こ
と
わ
り
な
り
。
げ
に
、
か
く
も
て
は
や
し
き
こ
え
給
ふ
に
こ

そ
は
、
よ
ろ
づ
の
か
ざ
り
も
ま
さ
ら
せ
た
ま
ふ
め
れ
。
千
代
も
あ
く
ま
じ
き
御

ゆ
く
す
ゑ
の
、
数
な
ら
ぬ
心
ち
に
だ
に
、
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。

｢

宮
の
御
前
、
き
こ
し
め
す
や
。
つ
か
う
ま
つ
れ
り｣

と
わ
れ
ぼ
め
し
給
ひ
て
、

｢

宮
の
御
父
に
て
ま
ろ
わ
ろ
か
ら
ず
。
ま
ろ
が
む
す
め
に
て
宮
わ
ろ
く
お
は
し

ま
さ
ず
。
母
も
又
、
さ
い
は
ひ
あ
り
と
思
ひ
て
、
わ
ら
ひ
給
ふ
め
り
。
よ
い
夫

は
持
た
り
か
し
と
お
も
ひ
た
ん
め
り｣

と
、
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
給
ふ
も
、
こ
よ
な
き
御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
み
ゆ
。

さ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
さ
わ
が
し
き
心
ち
は
し
な
が
ら
、
め
で
た
く
の
み
聞

き
ゐ
さ
せ
給
ふ
。
殿
の
上
、
聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や
、
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ

る
気
し
き
な
れ
ば
、

｢

お
く
り
せ
ず
と
て
、
母
う
ら
み
た
ま
は
む
も
の
ぞ｣

と
て
、
い
そ
ぎ
て
御
帳
の
う
ち
を
と
ほ
ら
せ
給
ふ
。

｢

宮
、
な
め
し
と
お
ぼ
す
ら
む
。
親
の
あ
れ
ば
こ
そ
子
も
か
し
こ
け
れ｣

と
、
う
ち
つ
ぶ
や
き
た
ま
ふ
を
、
人
人
わ
ら
ひ
き
こ
ゆ
。

(『

紫
式
部
日
記』

寛
弘
五
年
十
一
月
一
日)

こ
れ
は
敦
成
親
王
の
お
誕
生
五
十
日
の
祝
い
の
場
面
で
あ
る
。
式
部
は
宰
相
の
君

と
申
し
合
わ
せ
て
早
々
に
退
散
す
る
つ
も
り
が
、
道
長
に
捕
ま
っ
て
し
ま
い
歌
を
詠

ま
さ
れ
る
。
式
部
の
歌
に
対
し
て
、
道
長
は
す
っ
か
り
酔
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

｢

あ
し
た
づ
の
―｣

と
い
う
歌
を
詠
み
、
そ
の
歌
か
ら
道
長
に
と
っ
て
、
若
君
の
誕

生
は
ず
っ
と
念
願
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
場
面
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
倫
子
が
不
機
嫌
な
箇
所
も
窺
え
る
の
だ
。

そ
し
て
そ
の
箇
所
が
、
道
長
を
巡
っ
て
の
式
部
と
倫
子
の
関
係
を
示
す
部
分
で
も
あ

る
。
そ
の
箇
所
と
は
、
傍
線
部
の｢

聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や｣

の
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
長
の

｢

中
宮
の
お
父
様
だ
か
ら
私
は
ご
機
嫌
だ
。
私
の
娘
だ
か
ら
中
宮
も

ご
機
嫌
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
母
さ
ん
こ
れ
が
ま
た
、
し
あ
わ
せ
だ
と
思
っ
て
、
に

こ
に
こ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
よ
。
立
派
な
旦
那
さ
ん
を
持
っ
た
も
の
だ
と
思
っ

て
る
だ
ろ
う｣

と
い
う
冗
談
に
対
し
て
、
倫
子
が
聞
く
に
堪
え
な
い
と
思
い
向
こ
う

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
だ
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
道
長
を
巡
っ
た
式
部
と
倫

子
の
関
係
ど
こ
ろ
か
、
式
部
は
こ
の
箇
所
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
箇
所
か
ら
、
倫
子
が
式
部
を
敵
視
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
だ
。
こ

れ
は
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
敦
成
親
王
の
お
誕
生
五
十
日
の
祝
い
の
席
の
日
記
で
あ

る
。
に
こ
に
こ
笑
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
お
祝
い
の
席
を
、
四
十
五
歳
で
分
別

も
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
る
倫
子
が
、
席
を
立
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
は
ず
が
な
い
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
も
し
、
こ
れ
が
親
娘
三
人
の
席
で
あ
っ
た
ら
、
道
長
の
自
慢
話
は
、

倫
子
に
と
っ
て
も
聞
く
に
堪
え
な
い
も
の
で
は
な
く
、
共
に
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
か
り
に
周
囲
に
侍
女
た
ち
が
居
て
、
見
て
い
た
と
し
て
も
、
倫
子
は

気
を
つ
か
っ
た
り
、
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
す
る
ほ
ど
の
年
齢
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
身
分
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
倫
子
は
席
を
立
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
。
こ
の
理
由
に
道
長
を
巡
っ
た
式
部
と
倫
子
の
関
係
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『

紫
式
部
日
記』

の
記
事
で
あ
る
の
だ
か
ら
勿
論
、
式

部
も
参
加
し
て
い
た
。
や
は
り
こ
の
祝
い
の
席
に
式
部
が
同
席
し
て
い
て
、
そ
の
式

部
が
道
長
と
関
係
が
あ
る
こ
と
に
、
倫
子
が
既
に
そ
の
こ
と
を
感
づ
い
て
い
れ
ば
こ

そ
の
出
来
事
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

③

そ
れ
、｢

心
よ
り
ほ
か
の
わ
が
面
影
を
恥
づ｣

と
見
れ
ど
、
え
さ
ら
ず
さ

し
向
か
ひ
、
ま
じ
り
ゐ
た
る
こ
と
だ
に
あ
り
。｢

し
か
じ
か
さ
へ
、
も
ど
か
れ

じ｣

と
、
恥
づ
か
し
き
に
あ
ら
ね
ど
、｢

む
つ
か
し｣

と
思
ひ
て
、
呆
け
痴
れ

た
る
人
に
、
い
と
ど
な
り
は
て
て
侍
れ
ば
、

｢

か
う
は
推
し
は
か
ら
ざ
り
き
。
い
と
艶
に
、
恥
づ
か
し
く
、
人
見
え
に
く
げ

に
、
そ
ば
そ
ば
し
き
さ
ま
し
て
、
物
語
こ
の
み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に
、
人

を
人
と
も
思
は
ず
、
妬
げ
に
、
見
お
と
さ
む
も
の
と
な
む
、
み
な
人
人
云
ひ
思

ひ
つ
つ
憎
み
し
を
、
見
る
に
は
、
あ
や
し
き
ま
で
お
い
ら
か
に
、
こ
と
人
か
と

な
む
お
ぼ
ゆ
る｣

と
ぞ
、
み
な
云
ひ
侍
る
に
恥
づ
か
し
く
、｢

人
に
か
う
お
い
ら
け
も
の
と
見
お

と
さ
れ
に
け
る｣

と
は
思
ひ
侍
れ
ど
、
た
だ

｢

こ
れ
ぞ
わ
が
心｣

と
、
慣
ら
ひ

も
て
な
し
侍
る
あ
り
さ
ま
、
宮
の
御
前
も
、

｢

い
と
う
ち
と
け
て
は
見
え
じ
と
な
む
思
ひ
し
か
ど
、
人
よ
り
け
に
む
つ
ま
じ

う
な
り
に
た
る
こ
そ｣

と
、
の
た
ま
は
す
る
を
り
を
り
侍
り
。
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こ
の
論
文
の
最
後
に
、
論
文
を
書
い
て
い
く
な
か
で
考
え
た
、
式
部
が
道
長
と
関
係

を
持
っ
た
理
由
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
つ
は
、
女
性
は
権
力
者
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
当
時
、
式
部
は
権
力
者
で
あ
る

道
長
に
愛
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
社
会
的
な
証
、
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
と
い

う
証
拠
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
式
部
は
中
宮

彰
子
の
女
房
で
あ
り
、
道
長
に
は
近
づ
き
や
す
い
環
境
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
才
を

持
っ
た
人
物
が
近
く
に
居
て
、
道
長
も
放
っ
て
お
く
は
ず
が
な
い
。
当
時
の
権
力
者

で
あ
る
男
性
に
愛
さ
れ
る
こ
と
で
、
式
部
は
自
分
の
存
在
の
証
を
見
出
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
め
は
、
名
を
残
し
て
い
る
女
性
の
少
な
い
歴
史
の
中
で
、
式
部
の
名
前
が
今

も
尚
残
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
考
え
て
み
た
。
勿
論
、

『

源
氏
物
語』

の
作
者
で
あ
る
か
ら
名
前
が
残
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
他
に
も
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
式
部
が
権
力
者
で
あ
る
道
長
の
妾
で
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
淀
君
も
豊
臣
秀
吉
の
妾
で
あ
っ
た
か

ら
名
前
が
残
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
女
性

は
名
前
を
残
す
こ
と
が
出
来
な
い
時
代
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自
分
に
才
能
が
あ
る
と
確
信
し
た
式
部
が
、
権
力
の
あ
る
道

長
を
利
用
し
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
式
部
と
道
長
に
関
係
が
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
理
由
を
考
え
て

い
る
と
、
二
人
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
式
部
に
と
っ
て
も
道
長
に
と
っ
て
も
デ
メ

リ
ッ
ト
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
関
係
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
理
由
は

そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
む
し
ろ
、
式
部
は
現
代
に
名
を
残
す
こ
と
が
で
き
、

道
長
は
自
分
の
娘
の
彰
子
を
一
条
天
皇
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
二
人
の
間
に

男
の
子
が
誕
生
し
て
め
で
た
く
野
望
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
デ
メ
リ
ッ
ト

ど
こ
ろ
か
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
二
人
の
関
係
は
、
お
互
い
に
惹
か

れ
合
っ
た
と
い
う
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、
互
い
の
い
ろ
ん
な
考

え
が
入
り
交
じ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、
儚
さ
や
虚
し

さ
も
感
じ
る
が
、
当
時
は
男
女
の
関
係
な
ど
は
、
互
い
の
他
の
欲
を
満
た
す
為
の
政

略
の
一
つ
、
道
具
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
る
も
の
に
な
っ
た
。

[

注]本
文
、
口
訳
の
引
用
は
全
て
、
萩
谷
朴
氏

『

紫
式
部
日
記
全
注
釈』

上
下

(

角
川
書

店)

に
よ
る
。

(

１)

福
家
俊
幸

｢『

紫
式
部
日
記』

道
長
描
写
の
方
法｣

(『

早
稲
田
大
学
教
育
学
部

学
術
研
究

(

国
語
・
国
文
学
編)』

第
五
十
四
号

平
成
十
八
年
二
月)

(

２)

竹
内
秀
男

｢『

紫
式
部
日
記』

論
―
紫
式
部
と
藤
原
道
長
と
の
間
に
お
け
る

｢

女
郎
花｣

｢

白
露
は｣

の
贈
答
歌
に
関
し
て
―｣

(『

日
本
文
学
研
究』

二
二
号

昭
和
五
八
年
一
月)

(

３)

贄
裕
子

｢

読
む

道
長
と
紫
式
部
の
贈
答
歌
―

『

紫
式
部
日
記』

―｣
(『

日

本
文
学』

六
十
巻
九
号

平
成
二
十
三
年
九
月)

(

４)

深
町
健
一
郎

｢『

紫
式
部
日
記』

小
考
―
道
長
描
写
を
め
ぐ
る
覚
書
―｣

(『

早

稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究

(

国
語
・
国
文
学
編)』

第
三
十
四
号

昭
和

六
十
年
十
二
月)
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