
和
泉
式
部
日
記

「
故
宮
の
御
は
て
ま
で
は
」
考

1

応
永
本
本
文
の
可
能
性
1
―

菅

原

領

子

は
じ
め
に

和
泉
式
部
日
記
は
現
在
三
条
西
家
本
の
本
文
に
よ

っ
て
読
ま
れ
る

の
が

一
般
的
で
あ
り
、
作
品
の
読
み
に
関
す
る
研
究
も
専
ら
こ
の
本

文
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
存
伝
本
中
最
善
本
と

さ
れ
る
三
条
西
家
本
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
本
文
が
十
全
で
は
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
明
ら
か
に
誤
脱
を
犯
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
必
ず
し
も
他
系
統
本
文
に
よ

っ

て
補
わ
れ
て
読
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る

(;
。
し

た
が

っ
て
、
作
品
に

つ
い
て
の
理
解
は
大
勢
で
は
や
は
り
三
条
西
家

本
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
他
系
統
本
文
は
必
ず
し
も
そ
こ
に

反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
伝
本
や

個
々

の
本
文
異
同
に
つ
い
て
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る

(三
の
だ

が
、
そ
の
成
果
が
作
品
の
読
み
の
深
化
に
は
あ
ま
り
生
か
さ
れ
て
い

な
い

三
}
と
い
う
の
が
現
状
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
読
し
て
明
ら
か

に
お
か

し
い
と
気
づ
か
れ
る
よ
う
な
大
き
な
誤
脱
で
な
く
と
も
、
作

品
の
読

み
に
関
わ

っ
て
く
る
よ
う
な
異
同
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の

本
文
に
つ
い
て
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
み
る
手
続
き
は
必
要
で
あ

ろ
う
。
小
論
で
は
、
細
か
い
問
題
で
は
あ
る
が
そ
う
い
っ
た
箇
所
の

一
つ
に
つ
い
て
、
三
条
西
家
本
本
文
と
応
永
本
本
文
と
の
比
較
を
行

い
、併
せ
て
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
推
論
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

今
回
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
た
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
、

三
条
西
家
本
に
よ
っ
て
本
文
を
掲
げ
る
。

待
た
ま
し
も
か
ば
か
り
こ
そ
は
あ
ら
ま

し
か
思
ひ
も
か
け
ぬ

今
日
の
夕
ぐ
れ

御

覧

じ

て
、

げ

に

い
と

ほ

し

う

も

と
お

ぼ

せ

ど

、

か

、
る
御

歩

き

さ

ら

に

せ

さ

せ
給

は

ず

。

北

の
方

も

、

例

の
人

の
仲

の
や

う

に

こ
そ

お

は

し

ま

さ
ね

ど

、

夜

ご

と

に
出

で
ん

も

あ
や

し
と

お

ぼ

し
め

す

べ
し

、
故

宮

の
は

て

ま

で

そ
し

ら

れ

さ

せ
給

ひ

し
も

、

こ
れ

に

よ

り

て

ぞ
か

し
、

と

お
ぼ

し

つ

Σ
む

も

、
ね

ん

ご

ろ

に

は

お

ぼ

さ

れ

ぬ

な
め

り

か

し

。

(
↓
九

頁

)
四̂
)
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初

め

て

の
逢

瀬

の
翌

日

、

お

い

で
を

待

つ
と

の

思

い
を

訴

え

た
女

か

ら

の

歌

に
、

宮

が

女

へ
の
思

い
は

あ

り

な

が

ら

も

、
訪

ね

て

ゆ

く

こ

と

を
逡

巡
す

る
場

面

で
あ

る

。
女

の
訴

え

に

対

し

て

「
げ

に

い
と

ほ

し

う

も

」

と

は
思

う

の
だ

が

、
軽

々

し

い
忍

び
歩

き
は

し
に

く

い
身

分

で
あ

る

し

、
北

の
方

の
思
惑

も
あ

る
。

そ

し

て

ま

た
、

と

も

う

一

つ
自
制

の
根

拠

が

挙

が

っ
て

い
る
。

こ

の
最

後

の
部

分

を

直

訳

的

に

口
語

訳

す

れ

ば

、

次

の

よ

う

に

な

ろ

う

。

〈
亡

き

兄

宮

が

最
期

ま

で

非
難

を

お
受

け

に

な

ら

れ

た

の

も

、
こ
の
女

に
よ

っ
て

で
あ

っ
た

よ

、

と

思

い
慎

ま

れ

る

の
も

、

(
女

の

こ

と

を

)
濃

や

か

に

愛

し

い

と

は

お

思

い

に
な

ら

ぬ

の
で

あ

る

ら

し

い
。
〉

表
面
的
な
事
実
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
初
め
て
女
に
通

っ
た
翌

日
に
早
く
も
途
絶
え
を
置
い
て
し
ま
う
、
宮
の
心
中
で
あ
る
。
語
り

手
は
尤

も
な
そ
の
理
由
を
並

べ
て
み
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
ふ
う

に
慎
ま
れ
る
の
も
、
(ま
だ
)
そ
れ
ほ
ど
女

へ
の
御
愛
情
が
深
く
は

な
い
の
だ
ろ
う
、
と
、
女
を
も
宮
を
も
多
少
突
き
放
し
た
言
い
方
を

す
る
。

で
は

、
同

じ
部

分

を

応

永

本

に

よ

っ
て

み

る
と

ど

う

で

あ

ろ
う

か

。

故

宮

の
御

は

て

ま

で
は

い
た

う

そ

し

ら

れ

じ

と

つ

N
む

も

い

と

ね

ん

ご

ろ

に

覚

さ

ぬ

に

ぞ
。
〔五
)

明

ら
か

に

、
宮

が

女

を

訪

れ

る

こ
と
を

慎

む

理

由

が

異

な

っ
て
く

る
。

〈
亡

き

兄

宮

の
御

↓
周
忌

ま

で
は

、

ひ

ど
く

非

難

さ

れ

ま

い

と
慎

む

の
も

、

(
女

の

こ

と

を

)

大

し

て

濃

や

か

に

愛

し

い
と

思

わ

れ

ぬ

の

だ

ろ

う
。
〉

三
条
西
家
本
の
本
文
で
は
、
こ
の
女
ゆ
え
に
兄
宮
が
非
難
を
受
け

た
事
を
帥
宮
が
思
い
起
こ
し
、
自
分
は
そ
う
は
な
る
ま
い
と
自
制
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
応
永
本
本
文
で
は
、
(
せ
め
て
)
兄
宮
の

一

周
忌
が
済
む
ま
で
は
、
世
間
か
ら
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
行
動
は
慎
も

う
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
三
条
西
家
本
で
は

「そ
し
ら
れ
さ

せ
給
ひ
し
」
と
、
故
宮
に
対
す
る
敬
語
が
重
す
ぎ

(δ
、
応
永
本
本

文
に
は

「
つ
、
む
」
と
宮
の
行
為
が
無
敬
語
で
あ
る
と
い
う
問
題
は

あ
る
が
、
概
ね
ど
ち
ら
も
意
味
の
通
る
本
文
に
な

っ
て
い
る
。
で
は
、

ど
ち
ら
が
よ
り
本
来
的
な
本
文
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

手
掛
か
り
と
し
て
、
「
は
て
」
「
御
は
て
」
と

い
う
語
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
。

「は
て
」
の
最
も
基
本
と
な
る
語
義
は
、
〈
物
事
の
終
わ
り
、
最

後
〉
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
前
掲
の
三
条
西
家
本
本
文
の

「は
て
」

も
生
涯
の
最
後
、
つ
ま
り

〈最
期
、
臨
終
の
と
き
〉
と
い
う
ふ
う
に

解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
平
安
朝
に
お
け
る

「
は
て
」
の
用

例
を
み
る
と
、
あ
る
程
度
固
定
し
た
使
わ
れ
方

の
あ
る
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
の
用
い
ら
れ
方
で
あ

る
。①

五
節

・
法
華
八
講
等
の
行
事
或
い
は
参
籠
等
、
日
数
を
限
ら
れ

た
期
間
の
最
後
、
ま
た
時
刻
、
春
夏
秋
冬

の
季
節
や

一
年
の
終
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わ

り

②

い
ち

ば

ん
端

、
ま

た

、

遠

い
彼

方

と

し

て

の
、
海

や

空

の

「
は

て
」

③

人
の
生
涯
の
最
後
、
す
な
わ
ち
最
期
、
ま
た
、
末
路

④

四
十
九
日

(忌
の
終
わ
り
)
ま
た
は

一
周
忌

(喪
の
終
わ
り
)

そ

れ

ぞ

れ

に

つ
い

て
、

多
少

例
を

挙

げ

て
お

こ
う

。

七̂
)

①

〔藤
壺
中
宮
出
家
〕
〔法
華
八
講
の
〕
は
て
の
日
、
わ
が
御
事

を
結
願
に
て
、
世
を
背
き
給
よ
し
仏
に
申
さ
せ
給
に
、
み
な
人

々
お
ど
ろ
き
給
ぬ
。
(源
氏
物
語

・
賢
木
)

左
兵
衛
督
高
遠
賀
茂
に
七
日
詣
で
け
る
果
て
の
夢
に
、
御
社
よ

り
と
て
ち
は
や
着
た
る
を
う
な
の
文
を
持
て
ま
で
来
た
り
け
る

を
…
…

(拾
遺
集
五
八
八
詞
書
)

〔
唐

崎

へ
向

か

う

途
中

〕
ふ

り

が

た

く

あ
は

れ
と

見

つ

、
行

き

す

き

て

、
山

口
に

い
た

り
か

、
れ

ば

、

申

の

は

て
ば

か

り

に
な

り

に

た
り

。

(
蜻
蛉

日
記

・
中

)

〔
薄

は

〕

秋

の
は

て

ぞ
、

い

と

見

ど

こ
ろ

な

き

。

(枕

草

子

・

草

の
花

は

)

物

言

ひ
侍

け

る

女

に

、
年

の
果

の
頃

ほ

ひ

、
つ
か

は

し

け

る

(後

撰

集

一
〇

七

四

詞

書

)

②

な
に

Σ
か
は
た
と

へ
て
い
は
む
海
の
は
て
雲
の
よ
そ
に
て
思
ふ

思
は

(浜
松
中
納
一言
物
語

・
二
)

③

か
く

、

人

に

こ

と

な
ら

ん

と

思

ひ

こ

の

め

る

人
は

…

…

そ

の
あ

だ

に

な

り

ぬ

る

人

の
果

て
、

い
か

で

か
は

よ
く

侍

ら

ん

。

(
紫

式
部

日
記

)

④
太
政
大
臣
の
北
の
方
う
せ
た
ま
ひ
て
、御
は
て
の
月
に
な
り
て
、

御
わ
ざ
の
こ
と
な
ど
い
そ
が
せ
給

(ふ
)
こ
ろ
…
…

(大
和
物

語

・
九
十
七
段
)

以
上
の
分
類
に
入
ら
な
い
場
合
は
単
純
に

〈終
わ
り
、
最
後
、
し
ま

い
〉
等
と
訳
せ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
「
は
て
」
の
語
自
体
は
用

例
に
さ
ほ
ど
問
題
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
用
法
の
う
ち
、
当
該
箇
所
の
解
釈
に
関
わ

っ
て
く
る
の

は
、
③
と
④
の
用
法
で
あ
る
。
三
条
西
家
本
本
文
で
は
③
、
応
永
本

本
文
で
は
④
の
意
味
に
解
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
③
の
用
法

を
検
討
し
て
み
る
と
、
故
宮
ー

帥
宮
に
と

っ
て
の
亡
き
兄
宮

・
弾

正
宮
の
最
期
の
意
で

「
は
て
」
を
使
う
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
、
不

審
が
出
て
く
る
。
な
れ
の
は
て
、
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
人

生
の
最
後
、
人
の
境
遇
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
を

「
は
て
」
と
い
う

言
葉
で
表
す
と
き
、
よ
い
意
味
で
は
使
わ
な
い
の
が
普
通
だ
か
ら
で

あ
る
。
右
で
③
の
例
に
挙
げ
た
紫
式
部
日
記
の

一
節
は
、
い
わ
ゆ
る

消
息
文
の
中
で
清
少
納
言
に
言
及
し
た
有
名
な
部
分
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

A
は
か
な
し
や
我
が
身
の
は
て
よ
あ
さ
み
ど
り
の
べ
に
た
な
び
く

霞
と
思

へ
ば

(小
町
集

(小
相
公
本
)
・
=

五
)
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B
い
た
づ
ら
に
お
い
に
け
る
か
な
た
か
さ
ご
の
ま
つ
や
わ
が
身
の

は

て
を

か

た

ら

ん

(
貫

之

集

・

一
九

九

)

C

〔
蛇

の
夢

の

記
述

の
後

〕

こ
れ

も
あ

し
よ

し

も

知

ら

ね
ど

、

か

く

し

る

し
を

く
や

う
は

、

か

〉
る
身

の
果

て
を

見

聞

か

ん

人
、

夢

を

も

仏

を

も

用

い

る

べ
し

や

用

ゐ

る
ま

じ

や

と

、

定

め

よ
と

な

り

。

(蜻

蛉

日

記

・
中

)

D
と
き
は
な
る
た
け
の
み
ど
り
も
か
ぎ
り
あ
れ
ば
わ
が
み
の
は
て

は

い
つ
ぞ
と
の
み
ぞ

(大
弐
高
遠
集

・
五
六
)

E
世

の
中

を

か

く

い

ひ

い

ひ

て
身

の

は

て
は

い
か

に

や

い
か

に
成

ら

ん

と

す

ら

ん

(宝

物

集

・
二
)

八̂
)

F
命
だ
に
あ
ら
ば
み
る
べ
き
身
の
は
て
を
し
の
ば
ん
人
も
な
き
ぞ

悲

し
き

(和
泉
式
部
集

・
二
九
〇
)

G

と

て
も

か

く

か

く

て

も
よ

そ

に

な

げ

く
身

の
は

て
は

い
か

が

は

な

ら
む

と

す

ら

ん

(
同

・
五

九

一
)

H

〔薫
、
我
が
身
の
出
生
に
つ
い
て
悩
む
〕
お
ぼ

つ
か
な
誰
に
問

は
ま
し
い
か
に
し
て
は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
我
身
ぞ

(源
氏

物
語

・
匂
宮
)

1

〔
薫

、

亡

き

大

君

が
、

中

君

を

自

分

に

託

し
た

が

っ
て

い
た

こ

と

を
回

想

〕

は

ら

か

ら
と

い
ふ

中

に

も

、
限

り
な

く

思

ひ
か

は

し
給

へ
り

し
物

を

、

い

ま
は

と
な

り
給

に

し

は

て

に
も

、

と

ま

ら

ん

人

を
お

な

じ

事

と

思

へ
と

て
、

…

…

(
同

・
宿

木

)

J

〔
少

将

、

浮

舟

が

継

子

と
知

り

、

不

満

〕

「
…

…

品

あ

て

に

艶

な

ら

ん
女

を

願

は

ば

、

や
す

く

得

つ
べ
し

。

さ

れ

ど
、

さ

び

し

う
事
う
ち
あ
は
ぬ
み
や
び
好
め
る
人
の
は
て
く

は
、
も
の
き

よ

く

も

な

し

。

…

…

」

(
同

・
東

屋

)

K
か
ぞ
ふ
れ
ば
と
し
の
を
は
り
に
な
り
に
け
り
わ
が
身
の
は
て
ぞ

い
と
ど
か
な
し
き

(相
模
集

・
五
⊥ハ
ニ
)

L

お
も

ひ
か

ね

つ
れ
な

き

ひ

と

の
は

て
見

む

と

あ

は

れ

い

の
ち

の

を

し
く

も

あ

る
か

な

(
後

三

条
院

四
宮

侍

所

歌

合

・

一

一

・
な

か
ざ

ね

)

M
恋
死
な
む
い
の
ち
は
こ
と
の
数
な
ら
で
つ
れ
な
き
人
の
は
て
ぞ

ゆ
か
し
き

(後
拾
遺
集

・
恋

一
・
六
五
七

・
永
成
法
師
)

N
つ
れ
な
さ
の
た
め
し
は
誰
ぞ
た
れ
に
て
も
人
な
げ
か
せ
て
は
て

は
よ
し
や
は
(内
大
臣
家
歌
合
元
永
元
年

・
五
六

・
師
俊
朝
臣
)

0
み
な
人
の
は
て
は
よ
も
き
ふ
こ
け
の
下
さ
か
え
し
や
ど
は
い
つ

く
な
る
ら
ん

(教
長
集

・
九
四
二
)

P
ふ
る
と
し
は
こ
よ
ひ
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
わ
が
み
の
は
て
も

い
つ
と
し
ら
ば
や

(⊥ハ
条
院
宣
旨
集

・
六
九
)

Q
あ
さ
ゆ
ふ
に
か
か
る
露
じ
も
む
す
び
お
き

て
こ
の
身
の
は
て
は

い
か
が
な
る
べ
き

(唯
心
房
集

・
二
九
)

R
い
か
で
か
は
世
に
な
が
ら

へ
て
わ
び
つ
つ
は
つ
れ
な
き
ひ
と
の

は
て
を
だ
に
み
ん

(久
安
百
首

・
三
六
六

・
左
京
大
夫
顕
輔
)

S

つ
ひ

と

し

て
た

れ

か

は

は

て

の
な

か

る

べ
き

お

く

れ

さ

き

だ

つ

程

ば

か

り

こ
そ

(
同

・
⊥ハ
九

一
・
尾

張

守

親

隆
朝

臣

)

T

…

…

た

だ

一
す

ぢ

に

君

を

の

み

た

の
む

心
に

な

ぐ

さ

み

て
を

し

か

ら

ざ

り

し
身

の
は

て

も

ゆ

か

し

か
り

け

り

…

…

(
同

・

一
二
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九
九

・
待
賢
門
院
安
芸
)

U
し
る
し
ら
ぬ
よ
に
あ
る
人
の
は
て
み
れ
ば
た
だ
ひ
と
と
き
の
け

ぶ

り

な
り

け
り

(
続

詞
花

集

・
哀

傷

・
四

=

・
高

階

経

章

朝

臣

)

V
お
ぼ

つ
か
な
い
か
に
な
る
身
の
は
て
な
ら
む
行
く
え
も
知
ら
ぬ

旅
の
か
な
し
さ
(千
載
集

・
霧
旅

・
五

一
八

・
前
中
納
言
師
仲
)

W
恋
ひ
死
な
む
命
を
た
れ
に
譲
り
を
き
て
つ
れ
な
き
人
の
は
て
を

見
せ
ま
し

(同

・
恋
二

・
七
二
二

・
俊
恵
法
師
)

X
恋
ひ
し
な
む
わ
が
身
の
は
て
を
思
ふ
に
も
草
葉
の
露
を
あ
は
れ

と
そ
み
る

(公
衡
集

・
七
六
)

Y
お
も
ひ
き
や
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
は
て
に
き
み
な
き
の
ち
の

ゆ
め
を
み
む
と
は

(長
秋
草

・
一
五
二
)

以

上

(先

に

③

の
例

と

し

て
挙

げ

た
紫

式

部

日

記

の

用

例
と

併

せ

て
)

が

平

安

時

代

の
物

語

・
日

記

・
歌

集

〔九
)
か

ら
検

し
得

た

、

人

の
命

の
終

わ

り

、
人

生

の
末
路

の
意

を

表

ず

「
は

て
」
の
全

用
例

で
あ

る

。

誰

の
最

期

・
末

路

を

指

し

て

い

る
か

に

つ
い

て

こ
れ

ら

を
整

理
す

る

と

、
1

自

分

自
身

(
A

～

H

、
K

、
P

、

Q
、

T
、

V

、
X

、

Y

)
、

H
自

分

以

外

の
特

定

の
或

る

人

(
1

、

L

～
N

、
R

、

W

)
、

m

一

般

論

と

し

て

の
、

人

間

と

い
う

も

の

(
J

、

0

、
S

、

U

)
、

に

分

類

で
き

る
。

こ

の
う

ち

、

1

は
全

二
十

六
例

中

十

五

例

と
お

よ
そ

⊥ハ

割

を

占

め

る

。

「
我

が

身

の

果

て
」

「
こ

の
身

の
果

て
」

等

と

あ

る

か

ら

、
自

分

の

〈
最

期

・
末

路

〉
の
意

で
あ

る

こ
と

は

明

白

で

あ

る

。

次
に
H
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
⊥ハ
例
数
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
五
例
ま
で

が

「
つ
れ
な
き
人

(あ
る
い
は
誰
か

「
つ
れ
な
さ
の
た
め
し
」
と
な

る
人
)
の
は
て
」
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
後
拾
遺

集
の
⊥ハ
五
七
歌

(M
)
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
か
ら

二
9
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個
に
独
立
し
た
用
例
と
考
え
ず
、

一
つ
に
ま
と
め
て
数
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
残
る

一
例
は
、
源
氏
物
語
宿
木
巻
の
用
例
で
あ

る
。
亡
き
宇
治
の
大
君
が
、
い
ま
は
の
際
ま
で
妹
中
君
と
薫
と
の
結

婚
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
薫
が
思
い
返
し
、
後
悔
す
る
場
面
で
、
大

君
の
最
期
に
つ
い
て

「
い
ま
は
と
な
り
給
に
し
は
て
」
と
い
う
言

い

方
が
さ
れ
て
い
る
。
m
は
人
の
命
の
は
か
な
さ
を
言
う
の
に
用
い
ら

れ
、
あ
る
い
は

「
さ
び
し
う
事
う
ち
あ
は
ぬ
み
や
び
好
め
る
人
の
は

て
く
」
と
い
う
言
い
方
で

〈
そ
う
い
っ
た
人
の
末
路
は
…
…
〉
と

一

般
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
先
に
挙
げ
た
紫
式
部
日
記
の
消
息
文
中
の
例

も
、
清
少
納
言
を
指
し
て
は
い
る
も
の
の
、
建
前
と
し
て
は
こ
の
用

法
の
う
ち
に
入
る
と
言
え
よ
う
か
。

以

上
検

討

し

て

み

て
わ

か

る

こ
と

は

、

〈
最

期

・
末

路

〉

と

し

て

の

「
は

て
」

の

語
は

、

一
般

論

で

な
け

れ

ば

自

分
自

身

に

つ
い

て
用

い
ら

れ

る

の
が

普
通

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

そ

の
自

分

自

身

も

、

「
い
た

づ

ら

に
お

い

に
け

る
」

「
を

し

か

ら

ざ

り

し
」

「
あ

る
に

も
あ

ら

ぬ

」

と

い

っ
た

、

卑

下
や

謙
遜

の
意

識

を

伴

う

我
が

身

で
あ

る

こ
と

が

多

い
。

ま
た

先

に

H

に

分
類

㌧
だ

用

例

の
う

ち
五

例

は

、

〈
慕

わ

し

い
、

し

か

し
私

に

対

し

て
冷

淡

な

あ

の

人

、

そ
ん

な

ふ

う

に
他

人

の
切

な

る
恋

心
を

す

げ

な

く
扱

う

人

は

、

先

へ
い

っ
て
き

っ
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と

報

い
が

あ

る

で

し

ょ
う

よ

〉

と

の
含

み

で

、
想

う

相

手

の
行

く
末

に

つ

い
て

、
本

来

は

相

応

し

く

な

い
は

ず

の

「
は

て
」

の
語

を

、

い

わ

ば

逆

説
的

に

用

い

て

い
る

と
考

え
ら

れ

る

。

こ

う

い

っ
た

否

定

的

な

意
味

合

い
を

持

た

な

い

〈
生
涯

の
終

わ

り

・
最

期

〉

と

し

て

は

、

m

人

の
命

の

は
か

な

さ

を

詠

ん

だ

0
、

S

、

U

と

、
H

源

氏

物

語
宿

木

巻

の
用

例

(二
}
だ
け

が

例

外

と

な

る
が

、

他

の

「
は

て
」

は

す

べ

て
、

辞

書

的

に

説

明

す

れ

ば

、

「
人

の

境

遇

の
行

き

着

い
た

所

。

普

通

悪

く

な

っ
た

場

合

に

い
う

。

な

れ

の
果

て

。
」
2
三

と

い

う

こ

と

に

な

る
と

言

え

よ

う

。

と
す

れ

ば

、
「
故

宮

の
は

て
ま

で
そ

し

ら
れ

さ

せ

給

ひ

し
も

…
…

」

と

い

う

「
は

て
」

の
用

法

は

、
帥

宮

の

心
中

語

と

し

て

も
、

ま

た

作

者

;̂
。
の
意

識

の
反

映

と

し

て
も

、
不

適

当

で
あ

る
と

言

え

そ

う

で

あ

る
。

帥

宮

に
と

っ
て
は

亡

き

兄
宮

、

作

者

に

と

っ
て
は

か

つ
て

の

恋

人

で
あ

り

、

ま

た

身

分

も

自

分

よ
り

遙

か

に
高

い
相

手

で
あ

る

。

そ

の
よ

う
な

目

上

の
人

や
家

族

、

愛
す

る
者

に

対

し

て
、

そ

の
最

期

を

二=口う

の

に

「
は

て
」

は

穏

や

か

で
な

い
と

言

え

よ

う
。

で
は

、
応

永

本

に

言

う

と

こ

ろ

の

「
御

は

て

」
、

つ
ま

り

食

周

忌
〉

の
意

の
用

法

は

ど

う

か

、
と

見

る

と

、

こ
れ

に
関

し

て

は

枚

挙

に

暇

が

な

い
。

特

に

、
「
御

は

て
」

と

「
御

」

が
付

く

場
合

は

、

ほ

ぼ

す

べ
て

〈
忌

み

明

け

〉

ま

た

は

〈
一
周

忌

〉

の
意

を

表

す

〔
―四
∀。

歌

で
は

、

こ

の

〈
忌

み

明

け

・

一
周
忌

〉

の

「
は

て
」

と

〈
限

り

〉

の

「
は

て

」

を

掛

詞

と

し

て

、

〈
忌

み
明

け

(
ま

た

は

一
周

忌

)

と

な

っ
た

が

、

亡

き

人

を

慕

う
悲

し

み
や

涙

に

は
限

り

と

い
う

も

の

が

な

い
〉

と

い

っ
た
詠

み
方

を

さ

れ

る

こ
と

も

多

い
。

限
あ
れ
ば
今
日
脱
き
捨
て
つ
藤
衣
果
な

き
物
は
涙
な
り
け
り

(拾
遺
集

・
哀
傷

・
一
二
九
三

・
恒
徳
公

の
服
脱
き
侍
と
て

・

藤
原
道
信
朝
臣
)

の
よ

う

な

例

で
あ

る

。

ま

た

、
「
は

て

の

事

」

「
は

て

の
わ

ざ

」

と

い
う
熟

語

で
使

用

さ

れ

る

例

も
多

い
。

〔
作

者

の
母

の

一
周

忌

〕
年

か

へ
り

て
春

夏

も
す

き

ぬ

れ
ば

、

い
ま

は

果

て

の

こ
と

す

と

て
、

こ
た

び

ば

か

り
は

か

の
あ

り

し

山
寺

に

て
ぞ

す

る
。

(
蜻

蛉

日

記

・
上
巻

)

〔
紀

伊

守

、

浮

舟

の
法

要

に

つ
い

て
語

る

〕

「
…

…

そ

の
御

お

と

う
と

、

又

忍

て
据

へ
た

て
ま

つ
り
給

へ
り

け

る
を

、

こ
ぞ

の

春

、

又
亡

せ

給

に

け

れ

ば

、

そ

の
御

は

て

の
わ
ざ

せ
さ

せ

給

は

ん

こ
と

、

か

の
寺

の
律
師

に
な

ん

、

さ

る

べ
き

こ

と

の
給

は

せ

て
…

…

(
源

氏

物

語

・
手

習

)

用

例

を

挙

げ

る

こ
と

は

省

略

す

る

が

、

単

に

「
は

て

」

「
御

は

て

」

だ
け

で

〈
忌

み

明

け

・

一
周

忌
〉

を

言

う

場

合

も
多

く

あ

る

こ
と

は

前
述

の
通

り

で
あ

る

。

今

回

平

安

時

代

の
物

語

・
日

記

・
歌

集

を

対

象

に

調

査

し

た

結

果

、

「
は

て

」

の

用

例

全

体

か

ら

見

て

も
、

こ

の

く
忌

み

明

け

・

一

18一



周

忌

〉
を

意

味

す

る

用

例

の
比
重

の
重

い

こ
と

が
わ

か

っ
た

。

こ
れ

に
比

べ
る

と

、

〈
最

期

・
末

路

〉

の
意

の
用

例

は

圧
倒

的

に

少

な

い

と
言

え

る

。
数

値

を

示

せ

ば

、

「
は

て

」

の

全

用

例

二
九

七

例
中

、

〈
最

期

・
末
路

〉

の
意

は

先

に

挙

げ
た

通

り

二
六

例

で
、

全

体

の

一

割

に
満

た

な

い
。

↓
方

、
〈
忌

み

明
け

・

一
周

忌

〉
の
意

の

「
は

て

」

は
七

三
例

と

、

約

四
分

の

一
を

占

め

る

の

で
あ

る

。

そ

し

て

、

〈
最

期

・
末

路

〉

の
意

で

「
は

て

」

を

用

い

る

に

し

て

も
、

自

分

ま

た

は

「
つ
れ

な

き

人

」

の
最

期

に

つ
い

て

言
う

の
が
普

通

で
あ

り

、
帥

宮

の

心
中

で
亡

き

兄
宮

の
最

期

を
指

し

て

言
う

よ

う

な
使

い
方

は
相

応

し
く

な

い
と
考

え

ら

れ

る

こ
と

も
、

前

述

し

た

通

り

で
あ

る

。

こ

れ
と

は

逆

に

、
亡

き
兄

宮

、

故
宮

の

〈
↓
周

忌

〉

の

意

で

「
御

は

て

」
と

言

う

の

で
あ

れ

ば

何

ら

問
題

は
な

く

、
「
は

て
」

の
語

の
最

も

一
般

的

な

用

法

の

一
つ
で
あ

る

と
言

え

る
。

つ
ま

り

、

応

永

本

系

統

の
本

文

は

、

三

条
西

家

本

に

比

し

て

「
は

て
」

の
語

の

用
法

と

し

て
は

る
か

に

自

然

な

の

で
あ

る
。

系
統
論

二
五
)
か
ら
は
三
条
西
家
本

・
応
永
本
い
ず
れ
の
本
文
が
優

勢
で
あ
る
か
判
断
し
難
い
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
は
当
該
箇
所
の
異

同
に

つ
い
て
、
応
永
本
本
文
が

「
は
て
」
の
語
の
用
法
に
お
い
て
勝

っ
て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以

上

、

「
は

て

」

の
語

の

用

法

に

照

ら

し

て
、

三

条

西

家

本

よ

り

も
応
永
本
本
文
の
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
で
は
、
三
条
西
家
本
本
文
が
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く

後
に
生
じ
た
異
文
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
が
生
じ
た
所
以

は
ど
の
あ
た
り
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

和
泉
式
部
と
弾
正
宮
為
尊
親
王
と
の
恋
愛
に
関
し
て
疑
問
を
提
出

さ
れ
た
の
は
藤
岡
忠
美
氏

(=e
で
あ
る
が
、
そ
の
当
否
を
措
く
と
し

て
も
、
二
人
の
仲
を
明
確
に
示
す
よ
う
な
文
献
上
の
徴
証
が
極
め
て

少
な
い
こ
と
は
こ
の
御
論
に
よ

っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
和
泉
式
部
日
記
の
他
に
は
、
栄
花
物
語
巻
七

「
と
り
べ
野
」
、

巻
八

「は
つ
は
な
」
と
、
弾
正
宮
為
尊
親
王
を
悼
む
意
の
詞
書
を
付

さ
れ
て
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
和
泉
式
部
の
哀
傷
歌
が
挙
げ
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。

三
条
西
家
本

・
応
永
本
、
い
ず
れ
の
本
文
を
採

っ
て
も
、
女
に
対

す
る
帥
宮
の
愛
情
が
、
こ
の
段
階
で
は

「ね
ん
ご
ろ
」
な
も
の
と
は

言
え
な
い
、
さ
ほ
ど
深
い
と
は
言
え
な
い
程
度

の
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
点
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
女
の
人
物
造
形
に
関
し
て

は
事
情
が
違

っ
て
く
る
。
日
記
冒
頭
で
女
は
故
宮
と
の
は
か
な
く
終

わ
っ
た
仲
を
追
懐
し
嘆
き
の
う
ち
に
日
々
を
送

っ
て
い
る
こ
と
が
語

ら
れ
る
が
、
三
条
西
家
本
に
よ
れ
ば
そ
の

「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世

の
中
」
は
世
間
の
非
難
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
仲
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
無
論
二
人
の
身
分
違
い
と
い
う
こ
と

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
後
に
侍
従

の
乳
母
の
口
を
通
し

て
明
か
さ
れ
る

〔一芭
よ
う
に
、
女
の
多
情
の
噂
も
関
与
し
て
い
る
の
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か

も

し
れ

な

い
。

少

な

く

と

も
、

三
条

西
家

本

の

「
故

宮

の
は

て
ま

で
そ

し
ら

れ

さ

せ

給

ひ

し

も

、

こ
れ

に

よ

り

て

ぞ

か

し
」

と

い
う

本

文

は

、

後

の

「
そ
が

中

に

も

、

人

々

あ

ま

た

来

通

ふ

所

な

り

」

(
二

九

頁

)

と

い
う

侍

従

の
乳

母

の
せ

り
ふ

へ
と

つ
な

が

っ
て

い
く

内

容

を

持

つ
。

こ
れ
に
対
し
、
応
永
本
系
統
の

「故
宮
の
御
は
て
ま
で
は
い
た
う

そ
し
ら
れ
じ
」
と
い
う
本
文
は
、
ま
ず
忍
び
歩
き
の
許
さ
れ
ぬ
帥
宮

の
身
分
と
北
の
方
の
思
惑
を
は
ば
か
る
気
持
ち
と
を
述

べ
、
だ
か
ら

こ
う

い
っ
た
非
難
の
対
象
と
な
り
か
ね
な
い
、
女
の
も
と

へ
の
忍
び

歩
き
と
い
う
行
為
は
兄
宮
の

}
周
忌
が
済
ま
ぬ
う
ち
は
控
え
よ
う
、

と
い
う
こ
と
で
、
直
前
の
部
分
と
素
直
に

つ
な
が

っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
そ
し
ら
れ
」
る
原
因
は
女
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
兄
宮
の

一

周
忌
も
済
ま
ぬ
う
ち
に
そ
の
兄
宮
の
情
人
で
あ

っ
た
女
の
も
と

へ
、

自
分

の
身
分
や
北
の
方
の
存
在
を
も
顧
み
ず
通
お
う
と
す
る
帥
宮
の

側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も

っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
三
条
西
家
本
本

文
で
は
故
宮
が

「
そ
し
ら
れ
」
た
の
は
端
的
に
女
の
せ
い
で
あ
り

二

八)、
応
永
本
系
統
本
文
で
は
帥
宮
が

「そ
し
ら
れ
」
か
ね
な
い
の
は

忍
び
歩
き
と
い
う
帥
宮
の
行
為
の
方
に
原
因
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
帥
宮
と
女
と
の
恋
愛
は
、
故
宮
の
存
在

な
く
し
て
は
始
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
故
宮
の
存
在

は
言
わ
ば
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
前
面
に
は
出
て
こ
な

い
。
言

う
ま
で
も
な
く
主
題
は
帥
宮
と
女
と
の
恋
に
あ
り
、
作
品
の

中
で
、
故
宮
が
表
立

っ
て
言
及
さ
れ
る
箇
所
は
初
め
の
方
だ
け
で
、

ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
「夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
」
と
冒
頭
で

言
い
、
女
が
心
中
に

「故
宮
の
さ
ば
か
り
の
た
ま
は
せ
し
も
の
を
」

(
一
八
頁
)
と
眩
く
の
が
、
女
と
故
宮
と
の
交
際
に
つ
い
て
多
少
と

も
具
体
的
に
ふ
れ
た
数
少
な
い
箇
所
で
あ
る
。

女
に
つ
い
て
の
多
情
の
噂
を
、
侍
従
の
乳
母
等
帥
宮
の
周
囲
の
人

々
の
口
を
借
り
て
語
ら
せ
な
が
ら
も
、
女
の
側
か
ら
は

一
貫
し
て
そ

れ
ら
を
斥
け
る
の
が
本
日
記
作
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
作
者
が
亡

き
宮
と
の
恋
愛
、
「遠
ざ
か
る
昔
」
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
世
間
の
指

弾
の
的
で
あ

っ
た
、
こ
の
女
ゆ
え
に
非
難
さ
れ

つ
つ
宮
は
亡
く
な

っ

た
、
と
記
す
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
応
永
本
本
文
が
本
来
の
形
で
あ

り
、
三
条
西
家
本
本
文
に
は
む
し
ろ
、
栄
花
物
語

「
と
り
べ
野
」
の

記
述
が
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
「
と
り

べ
野
」
で
は
、
弾
正
宮
の
死
の
前
後
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
。

弾

正
宮

う

ち

は

へ
御

夜

歩

き

の
恐

ろ

し

さ

を

、
世

の

人
安

か

ら

ず
あ

い
な

き

こ

と

な

り

と
、

さ

か

し

ら

に

聞
え

さ

せ

つ
る
、

今

年

は

大

方

い
と

騒

し

う

、

い

つ
ぞ
や

の
心
地

し

て

、
道

大

路

の

い
み

じ
き

に

、

も

の

ど

も
を

見

過

し

つ

Σ
あ

さ
ま

し
か

り

つ
る

御
夜

歩

き

の
し

る

し

に

や
、

い

み

じ
う

わ

づ

ら

は

せ
給

て
、

う

せ
給

ぬ

。

こ
の

程

は
新

中

納

言

・
和

泉

式
部

な
ど

に

お
ぼ

し

つ

き

て
、

あ

さ

ま

し

き

ま

で

お

は

し

つ
る

御

心

ば

へ
を

、
憂

き

物

zo



に
お

ぼ

し

つ
れ

ど
、

う

へ
は

あ
は

れ

に

お
ぼ

し
歎

き

て
、

四

十

九

日

の
程

に

尼

に
な

り

給

ぬ

。

も
と

よ

り

い

み

じ

う
道

心

お

は

し

て
、

二
三

千
部

の
経

読

み

て
過

さ
せ

給

へ
れ
ば

、
世

の
は

か

な

さ

も
お

ぼ

し

知

ら
れ

て
、

い
と

ゴ
し

き
御

行
な

り

二
九
)。

『権
記
』
に
よ
れ
ば
為
尊
親
王
の
死
は
腫
物
を
患

っ
た
た
め
で
あ
り
、

疫
病
流
行
の
さ
な
か
人
々
の
諌
め
も
聞
か
ず
夜
歩
き
を
繰
り
返
し
た

揚
げ
句
に
罹
患
し
て
亡
く
な
っ
た
か
の
よ
う
な
栄
花
物
語
の
記
述
に

は
疑
問
が
持
た
れ
る

三
9
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
続
き
の
文
脈
に

お
い
て
為
尊
親
王
と
和
泉
式
部
と
の
仲
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

親
王
莞
後
出
家
し
て
行
い
澄
ま
し
た
宮
の
北
の
方
と
の
対
比
で
、
親

王
の
好
色
な
態
度
が
強
調
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
語
ら

れ
て

い
る
為
尊
親
王
の
態
度
は
、
ま
さ
し
く

「は
て
ま
で
そ
し
ら
れ

さ
せ
給
」
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
親
王
と
和
泉
式

部
の
恋
愛
関
係
に
対
す
る
世
間
の
非
難
の
あ

っ
た
こ
と
は
、
「
と
り

べ
野
」
の
こ
の
箇
所
と
三
条
西
家
本
を
除
け
ば
他
に
は
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
日
記
に
、
故
宮
即
ち
為
尊
親
王
と
女
と
の
仲

が
世
間
の
非
難
の
対
象
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
る
必
然

性
が
乏
し
い
と
す
れ
ば
、む
し
ろ
三
条
西
家
本
の
当
該
部
分
本
文
は
、

栄
花
物
語

「と
り
べ
野
」
の
記
述
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら

れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

応

永

本
本

文

を

採

る

と

し

て
、

で
は

、

帥

宮

は

実
際

「
故

宮

の
御

は

て

ま

で

は

い
た

う

そ

し
ら

れ

じ

」

と
慎

ん

で

い
る

の

か
。

こ
れ

に

つ
い

て
は

、
「
故

宮

の
御

は

て
」

つ
ま

り

一
周

忌

に

つ
い

て
日

記

自

体

に

何

の
記
述

も

な

く

、

そ

れ
が

い

つ
の
間

に
過

き

て

い
る

の
か

さ

え

わ

か

ら

な

い
た

め

、

は

っ
き
り

し
た

こ
と

は

言

え

な

い
。

日
記

に

は

「
四

月

十

余

日

(
応

永
本

で

は

「
四

月

」
)
」
「
(
四
月

)

晦

の
日

」

「
五

月

五

日

」

と
、

所

々

に

大
体

の
日

付

が

記

さ
れ

る

三
;

の
で
あ

る
が

、

六

月

の

日

付

は

全

く
欠

い
て

お

り

、

「
五

月

五

日
」

以
降

、

次

に

明
確

な

日
次

が

示

さ

れ

る

の
は

、

「
か

く

い
ふ

ほ

ど

に
、

七

月

に
も

な

り

ぬ

。

七
日

、

…

…

」

と

、
七

月

七

日
ま

で
待

た

ね

ば

な

ら

な

い
。

⊥ハ
月

十

三
日

の
故

宮

の

一
周
忌

が

こ

の
間

の
記

事

の
ど

の

あ

た
り

で
過

ぎ

て

い
る

の
か

は

推

測

す

る
よ

り

他
な

い

の
だ

が

、
吉

田

幸

一
氏

三
三

は

こ

れ

を

、

「
か

ら

う

じ

て

お

は

し

ま

し

て

、

『
あ

さ

ま

し

く

心

よ

り

ほ

か

に

お
ぼ

つ
か

な

く

な

り

ぬ

る
を

…

…

』
」

(
三

〇

頁

)
に

始

ま

る

二

人

の
同

車

行

の
記

事

の
直

前

に
位

置
づ

け

て
お

ら
れ

る
。

日

記

の
記

述

と

月

齢

や

天
候

等

の
史

実

と

か
ら

導

き

出

さ

れ
た

こ

の
推

論

の
蓋

然

性

は

高

い
と
考

え

ら

れ

る

が

、
そ

う

な

る

と

、

問
題

の
箇

所

か

ら

こ

の

一
周

忌

の
翌

日
ま

で
、

宮

と
女

は

一
度

も

逢

瀬
を

持

っ
て

い
な

い

こ
と

に

な

る

。
女

が
精

進

中

で
あ

っ
た

り
、

宮

の
訪

れ
に

気

づ

か

な

か

っ
た

り

、

あ

る

い
は

宮

が

人

々

や
侍

従

の
乳

母

に
諌

止

さ

れ

た

り
と

、

消

息

の
や

り

取
り

は

あ

る
も

の
の

、

二

人

の
関
係

は

な

か

な

か
進

展

し

な

い

の
で

あ

る
。

が

、

こ

の
日

一
転

し
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て

「
ま
め
や
か
に
御
物
語
し
給
ひ
て
」
、
女
を
車
に

「
た
ゴ
乗
せ
に

乗
せ
給
」
い
、
翌
日
も
続
け
て
女
を
連
れ
出
す
宮
の
積
極
性
は
、
直

前
に
兄
宮
の

一
周
忌
を
済
ま
せ
た
こ
と
が
与
か

っ
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

六
月
十
三
日
に
横
川
慧
心
院
に
て
帥
宮
も
参
会
し
て
為
尊
親
王
の

一
周
忌
法
会
が
行
わ
れ
た

三
三)
こ
と
は
史
実
と
し
て
確
か
で
あ
る
。

そ
の
故
宮
の

一
周
忌
に
ふ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
忌
み
月
に
あ
た
る
六

月
の
日
付
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
意
識
的
に
な

さ
れ
た
も
の
か
無
意
識
の
も
の
か
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
当
該
箇
所
が
故
宮
の

一
周
忌
を
意
識
し
た
文
言
に
な

っ
て
い

る
か
否
か
は
、
こ
の
辺
り
の
読
み
に
も
関
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「待
た
ま
し
も
」
の
歌
を
受
け
取

っ
て
も
結
局
宮
は
暗
く
な

っ
て

か
ら
返
歌
し
た
だ
け
で
、
再
度
の
女
の
返
歌
に
も
そ
の
ま
ま
数
日
音

沙
汰
が

な
か

っ
た
。
そ
の
後
も
宮
は
二
度
ほ
ど

「忍
び
て
」
女
を
訪

れ
る
も
の
の
逢
瀬
は
な
く
、
件
の
同
車
行
の
日
ま
で
、
宮
の
態
度
は

概
ね

「今
宵
も
お
は
し
ま
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
か
Σ
る
御
歩
き
を
人

々
も
制

し
聞
ゆ
る
う
ち
に
、
内
大
殿
、
春
宮
な
ど
の
聞
し
め
さ
ん
こ

と

も
か

ろ

ぐ

し

う

、
お
ぼ

し

つ

〉
む

ほ

ど

に

、
い
と

は

る

か

な

り

」

(
二

四
頁

)
と

い

っ
た
消

極

的

な

も

の

で
あ

る
。

も
と

よ

り

、

同
車

行

の

日

以
降

も

、

二
人

の
仲

が
順

調

に

進

展

す

る
わ

け

で
は

な

く

、

宮

は
幾

度

も
女

に

隔

て

を

置

く
が

、

し

か

し

そ

の
理

由

は

、

こ
の

日

ま

で

に

見
ら

れ

た

「
つ

〉
ま

し
」

と

思

う
気

持

ち

や

「
お
ぼ

し

つ

〉

む

」
と

い

っ
た

態

度

か

ら

で

は
な

い
。

女

に
他

の
男

が

通

っ
て

き

て

い
る
と
い
う
疑
惑
の
せ
い
で
あ
る
。
宮
が
女
の
も
と

へ
通
う
こ
と
に

対
し
て
周
囲
の
人
々
や
世
間
の
口
は
相
変
わ
ら
ず
う
る
さ
い
は
ず
な

の
だ
が

三
四
)、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
理
由
で
宮
が
女
を
訪
な
う
こ
と

を
慎
ん
だ
、
と
い
う
記
述
は
な
い
。
し
き
り
に
周
囲

へ
の
聞
こ
え
を

気
に
し
て
い
た
宮
が
、
突
然
二
日
続
き
で
女
を
連
れ
出
し
、
帰
り
が

け
に
は

「
か
や
う
な
ら
む
折
は
、
か
な
ら
ず
」
(
三
三
頁
)
と
ま
で

約
束
を
と
り

つ
け
よ
う
と
す
る
。
女
と
の
最
も
人
聞
き
の
穏
や
か
な

つ
き
合
い
方
は
、
乳
母
も
言
う
よ
う
に
女
を
召
人
に
し
て
し
ま
う
こ

と
だ
が
、
こ
こ
で
宮
が
女
を
自
邸

へ
伴
う
の
は
そ
う
い
っ
た
行
為
で

は
な
い
。
剰
え
、
宮
自
ら
が
女
を
迎
え
に
き
て
い
る
。
こ
の
突
然

の

積
極
的
な
態
度
を
、
女
と
の
交
渉
の
当
初
に
お
い
て
宮
が

「
故
宮
の

御
は
て
ま
で
は
い
た
う
そ
し
ら
れ
じ
」
と
慎
ん
だ
、
と
い
う
応
永
本

系
統
本
文
と
い
う
対
応
さ
せ
て
考
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
不
充
分
な
が
ら
当
該
箇
所
の
応
永
本
系
統
本
文
を
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

複
数
の
本
文
が
存
在
す
る
場
合
、
何
を
以
て

一
方
を
是
と
し

一
方

を
非
と
す
る
か
の
基
準
は
自
明
で
は
な
く
、
そ

こ
に
恣
意
が
介
入
す

る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎

重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
ほ
ど
伝
本

・
系
統
の
数
が
多
く
な

く
、
そ
れ
ら
の
整
理
も
先
学
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
本
作
品
に
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お
い
て
は
、
三
条
西
家
本
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
他
系
統
本
文

を
も
視
野
に
入
れ
た
読
み
が
、
よ
り
進
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の

一
端
を
提
示
し
た
く
、
蕪
稿
を

草
し
た
次
第
で
あ
る
。
大
方
の
御
批
判
を
請
い
た
い
。

〈
注

〉

(
一
)
例
え
ば
岩
波
文
庫
本

で
三
五
頁
に
な
る
、
「
人
々
方
々
に
住
む
所
な

り

け
れ
ば

、
そ
な

た
に
来
た
り
け

る
人

の
車
を

、
車
侍
り
、

人

の
来

た

り
け

る
に

こ
そ
、
と
お
ぼ
し
め
す
。
」
と
い
う
箇
所
は
、
応
永
本

で
は

「
そ

な

た
に
」

以
降
、
「
人

の
き
た
り

け
る
車
を
御
覧
し
て
人

の
侍
に

こ
そ
く

る
ま
侍
り

と
き
こ
ゆ
れ

は
よ
し
帰
な

ん
と
て
お

は
し
ま

し
ぬ

人

の
い
ふ

は

ま

こ
と

に
こ
そ
と
お

ほ
す
も
」
と

い
う
本
文

に
な

っ
て
い
る

(
寛
元

本
も
ほ
ぼ
同
じ
)
。
「
御
覧
し
て
」
が
宮

の
行
為
、
続
く

「き

こ
ゆ
れ
は
」

が
従
者

の
行
為

と

い
う
わ
か

り
に

く
さ
は
あ

る
が
、
三
条
西

家
本

の
ま

ま

で
は
帥
宮

の
心
中
語
と

し
て

「
侍
り

」
が
ど

う
し
て
も
落
ち

着
か
な

い
。

三
条
西
家
本

と
応
永
本

の
異

同
で
は

い
わ

ゆ
る

「
入
れ
句

」

の
問

題
な
ど
が
あ

っ
て
こ
こ
も
少
し
複
雑
だ
が

、
「
に
こ
そ
」
が
近
接
し

て
出

て
く
る
た

め

の
目
移

り
に
よ

る
三
条
西
家

本

の
脱
落

と
考
え

る
の
が
妥

当
で
あ

ろ
う

。
し
か

し
現
在
刊

行
さ
れ

て
い
る
主
要
な

注
釈
書

で
三
条

西
家

本
を

底
本
と
す

る
も

の
に

こ

の
応
永

本
本
文
を
採

用
し

て
い
る
も

の
は
な

く
、
新

潮
古
典
集
成

の
頭
注

で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。

(
二
)
吉

田
幸

一

『
和
泉
式
部
全
集

本
文
篇

・
資
料
篇
』

(古
典

文
庫

、

昭
和

三
四
年

・
昭
和

四

一
年

)
、
伊
藤
博

『
和
泉
式
部
日
記
伝
本
放

』
(
桜

楓
社

、
昭
和
五
六
年

)
大
橋
清
秀

『
和
泉

式
部
日
記
本
文

の
研
究
』
(
和

泉
書

院
、

一
九
九

一
年

)
、
伊
藤
鉄

也
編

『
四
本
対
照
和
泉
式
部
日
記
―

校
異

と
語

彙
索
引
―

』
〈
古
代

中
世
文
学
資
料
研

究
叢
書

3
>
(
和
泉
書

院
、

一
九
九

一
年

)
、
金
井
利
浩

「
和
泉
式
部
日
記
応
永
本
系
統
本
文
整

定

の
試
み

(
上

)
(中

)
(
下
)
」
(
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』
第

一

九
号

、
『
中
央

大
学
国
文
』

三
三
号
、
『
中

央
大
学
大
学
院
研

究
年
報

』

第

二
〇
号
)
、
他
。

(
三
)
森

田
兼
吉

「
『
和
泉
式
部

日
記
』
三
系
統
本

論
再
説

」
(
國
学
院
大

学
院
友
学
術
振
興
会

『
新

国
学

の
諸
相
』
お
う
ふ
う
、
平
成
八
年

)、

同

「
『
和
泉
式
部

日
記
』

は
三
条
西
家
本
だ
け
で
は
読
め
な

い
ー

『
和
泉
式

部
日
記
』

三
系
統
論

再
読

・
続
稿
l

」
(
梅
光
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会

『
日
本
文

学
研
究

』
第

三

一
号
)
。

(
四
)

以
下
、
三
条

西
家
本
和
泉
式

部
日

記
本

文
は
清
水

文
雄
校
注

『
和

泉
式
部

日
記
』
〈
岩
波
文
庫

〉
に
よ

っ
て
掲
げ

、
頁
数
を

記
す

。

(
五
)
応
永
本
本
文

は
、
宮

内
庁
書
陵
部
蔵

『
和
泉
式
部
物
語
』
〈
影
印
本

シ
リ
ー
ズ

〉
(新
典
社

、
昭
和

四
三
年

)
に
よ

っ
て
掲
げ
、
吉
田
幸

一

『
和

泉
式

部
全
集

本
文
篇
』

(前

掲
)
に
よ
り
当
該
箇
所

に
漢
字

・
仮
名

の

差

異
以
外

に
異
同

の
な

い

こ
と

を
確
認

し
た
。
な
お
、

寛
元
本

の
当
該

箇
所
に

つ
い
て
は
誤

写
が
あ

る
と
考
え
ら
れ

る

(
小
松

登
美
全

訳
注

『
和

泉
式
部

日
記

(
上

)』
〈
講
談
社
学

術
文
庫

〉
(
講
談
社
、

一
九

八
〇
年

)

二
〇
八
頁

)
の
で
、
考
察

の
対
象
と

し
な
か

っ
た
。

(
六

)
小
松
登
美
全
訳
注

『
和
泉
式
部

日
記

(上

)』

(前
掲
)

二
〇
八
頁
。

(
七
)

以
下
、

引
用
本
文
は

そ
れ

ぞ
れ
、
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大
和
物
語

・
落
窪
物
語

・
浜
松
中
納
言
物
語

・
枕
草
子

…
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語

・
蜻
蛉
日
記

・
紫
式
部
日
記

・
八
代
集

…
新
岩

波
日
本
古
典

文
学
大

系

八
代
集

以
外

の
歌
集

・
宝
物
集
歌
本
文

…
新
編
国
歌
大
観

に
よ
る
。

(
八

)
こ

の
歌
、
拾

遺
集

五
〇
七

・
一
三

↓
四
に
は

「
世

の
中

を
か
く

い

ひ

い
ひ
の
は

て
は

て
は

い
か
に
や

い
か

に
な

ら
む
と
す
ら

ん
」
と

し
て

出

て
い
る
。

(
九
)

こ
こ
に
引
用

し
た
作

品
以
外

で

「
は

て
」

の
語

の
検
索

の
対
象

と

し
た

の
は
、
伊
勢

物
語

・
平
中
物
語

・
竹
取
物

語

・
う

つ
ほ
物
語

・
落

窪
物
語

・
多

武
峰
少

将
物
語

・
狭
衣
物

語

・
夜

の
寝
覚

・
浜
松

中
納
言

物
語

・
堤
中
納
言
物

語

・
栄
花
物
語

・
篁
物
語

・
土
佐

日
記

・
更
級

日

記
で
あ
る

(用

例
の
見
あ
た
ら
な
か

っ
た
も

の
も
含
む
)
。
な
お
遺
漏

も

あ
ろ
う
が
、
大

勢
と
し
て
結
果
を
出

し
得

た
も

の
と
思
う
。
な
お
、

「
は

て
な

し
」
「
は

て
は

(
は
て
く

は

)」

の
用
例
は
、
「
は
て
」

の
独
立
性

が
薄

い
と
考
え
、
考
察

の
対
象
外
と
し
た
。

(
「
○
)
あ

る
い
は
」
の
歌
の
方
が
先
行
す
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
い
ま
、

明
ら
か

に
し
得
な

い
。

(
=

)
「
身

の
は

て
」
等

と
な
く
、
状
況

と
し
て
も
当
該
箇
所
に
似

て
い

る
が
、
同
様

の
例
が
他

に
見
出

さ
れ
な

い
。

い
ま

、
例
外
と

し
て
措

い

て
お
く
。

(
↓
二
)
角

川
書
店

『
古
語
大
辞
典
』
「
は

て
」
の
項
⑥

に
よ
る
。

(
二

二
)
本

日
記
作
者

に

つ
い
て
は
、
和
泉

式
部

の
自
作

で
あ

る
こ
と
が

が
今

日
ほ
ぼ

承
認
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
る
。

(
一
四
)
う

つ
ほ
物
語

「
楼

上

・
下
」
に
、
「
こ
の
は

ン
、

わ
か

く
よ
り

み

や
つ
か

へ
を

つ
か
う
ま

つ
り
し
、
身

の
ぼ
ど

の
あ
や
し
き
を
も
し
ら
ず
、

こ
ど

の

Σ
御
は

て

の
世
ま

で
さ
ぷ

ら
ひ
て
…
…

」
と
あ

る
の
は
、
四
十

九
日
や

一
周
忌
で
は
な
く

<
御
晩
年

の
時
代
〉
と

で
も
訳
せ
よ
う
か
。
「
～

の
世
」
と
続
き
、

〈
最
期
〉
と

い
う
よ
り

は

「
は
て

つ
か
た
」
な
ど

と
い

う
と
き

の

「
は
て
」
、
終
わ
り

の
方
、
と

い
う
意

味
合

い
と
見

て
、

11
の

例
に
含

め
な
か

っ
た

(同
様
に
考
え

て
、
「
〔
落
窪
君

の
父
中
納
言

の
言
〕

…
…

又
か
く

死
ぬ
れ
ば
、

我

(
が

)
身

大
納
言

に
な

る
ま
じ
き
報

に
て

こ
そ
有

(
り

)
け
れ
と
、

こ
れ

の
み
ぞ
あ
か
ず

お
ぼ

ゆ
る
事
。

さ
て
は

老

の
は
て
、

死
の
は
て

の
お
も
だ

Σ
し
さ
は
、

お

の
れ

に
ま
さ

る
人
よ

も
あ

ら
じ
」
(落

窪
物
語

・
巻

四
)、

「
い
か
で

い
や
し
か
ら
ざ

ら
ん
人

の

を

ん
な
ご

一
人

と
り

て
、

う
し
ろ

み
も
せ
ん
、

一
人
あ

る
人
を
も
う

ち

か

た
ら
ひ

て
、

わ
が

い
の
ち

の
は

て
に
も
あ

ら
せ
ん

と
、

こ
の
月

ご
ろ

お
も
ひ
た
ち

て
、

こ
れ
か
れ
に
も

い
ひ
あ

は
す
れ
ば
、
…
…
」

(蜻
蛉

日

記

・
下
)
も
H

の
例
に
含
め

て
い
な

い
)
。
な
お
、
七
三
例
に
対

し
て
た

だ

「
例
、
「
御
」
が

つ
い

て

〈
忌

み
明

け

・

「
周
忌
〉
を
意
味

し
な

い
例

外

と
い
う
こ
と
で
、
不
審
は
残
る
。

(
一
五
)
森
田
兼
吉

「
『
和
泉
式
部
日
記
』

は
三
条
西
家
本
だ
け

で
は
読

め

な

い
i

『
和
泉
式
部
日
記
』
三
系
統
論
再
読

・
続
稿
l

」
(前
掲

)、
他
。

(
一
六

)
藤
岡
忠
美

「
和
泉
式
部

伝
の
修

正
ー

為
尊
親
王
を
め
ぐ

っ
て
―

」
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(『
文
学

』
四
四
巻

一

―
号
)

(
一
七

)
「
侍
従

の
乳

母
参
上

り
て
、
『
出

で
さ
せ
給
ふ

は
い
つ
ち

ぞ
。

こ

の

こ
と
人

々
申
す
な

る
は
。
な

に
の
や
う
ご

と
な
き
際

に
も
あ
ら
ず

。

使
は

せ
給

は
ん
と
お
ぼ

し
め
さ

ん
限
り
は
、

召
し

て
こ
そ
使
は

せ
給

は

め
。

か
ろ

ぐ

し
き
御
歩
き

は
、

い
と

見
苦

し
き

こ
と
な
り
。

そ
が
中

に
も
、

人
々
あ

ま
た
来
通
ふ

所
な
り
。
便
な

き

こ
と

も
出
で
ま
う

で
来

な
ん

。
す

べ
て
よ
く
も
あ

ら
ぬ
こ
と
は

、
右

近

の
尉

な
に
が

し
が

し
は

じ
む

る
こ
と
な
り
。
故

宮
を
も
、

こ
れ

こ
そ
ゐ

て
歩
き

た
て
ま

つ
り

し

か

。
夜
夜
中
と
歩
か
せ
給
ひ
て
は
、
よ
き
こ
と
や
は

あ
る
。
…
…
』
」
(
二

八
～
二
九
頁

)

(
↓
八
)
「
こ
れ
に
よ
り

て
ぞ
か

し
」

の

「
こ
れ
」
を

〈
女
と

の

(
こ
う
い

っ
た
)
関
係

〉
と
解
す

る

こ
と
も

で
き
よ
う
が

、
や
は

り
直

接
に

〈
こ

の
女
〉
と
指
し
て

い
る
と
読
む
方
が
自
然

で
あ

ろ
う

。

(
一
九
)
栄
花
物
語

の
引

用
は
、
松
村
博
司

・
山
中
裕
校
注

『
栄
花
物
語
』

〈
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

〉
に
よ

る
。

(
二
〇
)
同
上
書
、
頭
注
。

(
二

一
)
こ

の
日
付

自
体
も

日
記
内
部

で
、
あ

る
い
は
史
実

に
照
ら

し
て

矛
盾
を
来

し

て
い
る

こ
と

が
指

摘

さ
れ
て

い
る
が
、
と
も
か

く
作
者

の

意
識

に
土

っ
た
特
定

の
日
次
で
あ

る
と

い
う

こ
と
は

で
き
よ
う
。

(
二
二
)
吉

田
幸

一

『
和
泉
式

部
研
究

一
』
第

六
章

(古
典

文
庫
、

昭

和
三
九

年
)

(
二
三
)
同
上

。

(
二
四

)
後

に
、
宮

の
言
葉

に

「
世

の
中

の
人
も
便

な
げ
に

い
ふ
な
り
。

時

々
参

れ

ば

に

や

、

み

ゆ

る
事

も

な

け

れ

ど

、

に

く

、
い

ふ

に

…

…

L

(
六

一
頁

)

と
あ

る

。

そ
れ

も
人

の
い
と

聞
き

(
す
が

わ
ら

り

ょ
う

こ

・
博

士
後

期
課
程

)
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