
『
和

泉

式

部

日

記

』

の

孤

絶

感

1

「人
は
こ
と
に
目
も
と
ゴ
め
ぬ
を
」
考
1

菅

原

領

子

}

は

じ
め

に

『
和
泉

式

部

日
記
』

始

ま

る
。

(
以
下

『
日
記
』

と

略
称

)

は
次

の
よ
う

に

夢

よ

り
も

は
か
な

き
世

の
中
を
歎

き

わ
び

つ
ン
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

ゴ
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
、

誰
な

ら

ん
と
思

ふ

ほ
ど
に
、

故

宮

に
候

し

小
舎
人

童
な

り
け

り
。
(;

(
}

「
頁
)

冒

頭

か
ら

登
場

し
、

「夢

よ

り

も
は

か
な

き

世

の
中

を
歎

き
わ

び

つ

ン
明

か

し
暮
ら

」

し
、

「築

土

の
上

の
草

青
や

か
な

る
」

を

「
あ

は
れ
と

な
が

む

る
」
人
物

は
、

少

し
後

に

「女

」
と
称

さ

れ
る

こ
と

に
な

る

『
目
記
』

の
主

人

公
な

の

で
あ

る
が

、
築

土

の
上

の
草

を
物

思

い
に
沈

ん

で
眺

め
る
彼

女

の
行

為

に

つ
い
て
、

「
人
は

こ
と

に

目

も
と

ゴ
め

ぬ
を

」
と

い
う
挿

入
句

、
す

な
わ

ち

「
文
脈

の
折

れ
ま
が

り
」
三
〕
が

見

ら

れ

る

(三
)。

作

品
起

筆

部

の

こ

の
場

面

、
庭

の
草
木

の
生
命

感

と
憂
愁

に
満

ち

て
日
を

送

る
女
と

の
対

照
、
ま

た
木

の
下

闇

の
欝
勃

と

し
た
暗
さ

の
印

象

は
鮮
や

か

で
あ
る

が
、

同
時

に
、
女

の
憂

愁
が

他

の
人

々
の
抱

く
も

の
と

は
種
類

も
深

さ
も
違

う

も

の
で

あ

る

こ
と
が

、

「
人

は

こ
と

に

目
も
と

ゴ

め
ぬ

を

」

の

一
句

に

さ

り

気
な

く

も
強

く
主

張

さ

れ

て

い
る
。

『
日
記
』

は

始
ま

っ
た
ば

か

り

で
あ

り
、
読

者

に
と

っ
て
主

人

公
は
未

だ
具

体
的

な
像

を
結

び
得
な

い
が

、

こ

の
時
点

で
、

他

人
と

は
違

う

物
思

い
を

抱
え

た
、

い
わ
ば

孤
絶

し
た
主

人

公

の
姿

を
提

示

し
た
作

者

の
思

い
と
は
、

ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た

の
か
。

『
日
記

』
執

筆

の
姿

勢

と

関
わ

ら

せ

て
、

「人

は

こ
と

に
目
も
と

ゴ

め
ぬ
を

」

の

一
句

に

込
め
ら

れ
た
意

味

を

探

っ
て
み
た

い
。
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二

手
習
文

の

「人

は
か
く

し
も

や
思

は
ざ

る
ら

ん
」

『
日
記

』

で
は
、

女
と

宮

の
共
感

が
既

に
達
成

さ
れ

た
、
女

の
宮

邸

入
り
直

前

に
お

い
て
も

、
贈

答
歌

に
続

い

て

【
な
ど

い
ふ
程

に
、

例

の

つ
れ

ぐ

な

ぐ
さ
め

て
過

ぐ
す

そ
、

い
と

は
か
な

き
や

」
と

記

す

ほ
ど

、

「
つ
れ

ぐ

」

「
は

か
な

し

」
と

い
う

生

に
対

す

る
認
識

が

印
象

的

で
あ

り

(四
〕、

女

が

独

り
物

思

い

に
耽

る
場

面

も

し
ば

し

ば

表
れ

る
。

し

か

し
、
『
日
記
』

は

女
と

帥
宮

が

様

々
な
障

害

を
乗

り
越

え

て
恋
を
成

就
さ

せ

る
ま

で
を
描

い
て

い
る
か
ら
、

女

の
そ

の

物
思

い
は
、
当
然

宮

に
ま

つ
わ

る
も

の
で
あ

る

こ
と
が
多

い
。

宮

に

関
わ

る
物

思

い
と
明

示
さ

れ

て
い
な

い

の
は
、
宮

が
登

場
す

る
以
前

の
冒

頭
部

と
、

手
習

文

(
後
述

)
を
除

け
ば

、

①

〔石
山
詣

で
〕

仏

の
御
前

に

は
あ
ら

で
、

古
里

の

み
恋

し
く

て
、

か

ン
る
歩

き
も

引
き
替

へ
た
る
身

の
有

様
と

思

ふ
に
、

い

と
も

の
が

な

し
う

て
、

(四

五
頁
)

②
晦

方

に
、
風

い
た

く
吹

き

て
、
野
分
だ

ち

て
雨
な

ど
降

る
に
、

つ
ね

よ

り
も
も

の
心
細

く

て
な
が

む

る
に
、
宝
】
(
四
九

頁
)

③

す

べ

て
こ

の
頃

は
、

折

か
ら

に
や
、

も

の
心
細
く

、

つ
ね
よ

り

も
あ

は

れ

に
お
ぼ

え

て
、

な

が

め

て
ぞ
あ

り

け

る
。

(
五
〇

頁
)

の
三
箇

所
を

挙
げ

ら
れ

る
く

ら

い
で
あ

る
。
し
か
も

こ
れ
ら

三

例
も
、

次

の
理
由

で
宮
と

の
関

わ

り
を
想
定

で
き
る
。

①

は
わ
ざ

わ
ざ

石
山

寺

ま

で
参
詣

に
来

て

い
な

が

ら
都
を

恋

し
が

っ
て
い
る

こ
と
が

女

の

宮

へ
の
思

い
を
感

じ
さ

せ
、

ま
た

そ
も

そ
も

こ

の
参

詣
が

、
宮

自
身

「久

し
う

も

な

り
ぬ

る

か
な
」

(
四

五
頁
)

と

思

う

ほ
ど

の
途

絶
え

を

受

け

て
、

「
つ
れ

ぐ

も
慰

め

む
」

と
思

い
立

た
れ

た

も

の

で
あ

る
。
②

③

は
、
風

の
強

い
目
や
有

明
月

の
頃

の
こ
と

で
、

直
後

に
宮

が
文
を

よ

こ
し
た

り
訪

れ
た

り
し

て
女

を
喜
ば

せ

て

い
る

こ
と

か
ら

考

え

る
と
、

こ
の
心
細

さ

の
背

景

に
は
宮

か

ら

の
消

息
が

(当

然
期

待

さ

れ
る
折

で
あ

る

の
に
)
な

い
、

と

い
う
女

の
物

足

り
な

い
思

い

が

あ

る
と
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

右

の
③

に
続

い
て
、

手
習

文

の

}
段

が
あ

る
。
女

が

「な

が
め

て

ぞ
あ

り
け

る
」
ち

ょ
う

ど
そ

の
時
宮

が
や

っ
て
来
た

の
だ

が
、

侍
女

や

下
仕

え

の
者

達

が
門
を

開
け

る

の
に

手
間
取

っ
て

い
る
問

に
、
宮

は
帰

っ
て

し
ま

っ
た
。
女

は

そ

の
ま

ま
起

き

て

「
こ

の
暁

起
き

の
ほ

ど

の
こ
と

ど

も
」

(五

一
頁

)

を
す

さ

み
書

き

し

て

い
た

の
だ

が
、

宮

か
ら

の
文

が
届

き
、

そ

の
返

事
と

し

て

「
こ

の
手
習

の
や
う

に
書

き

ゐ

た

る
を

、

や

が

て

引
き

結

び

て
奉

る
」

(
五

二
頁

)
。

そ

れ
を

受
け
取
っ
た
宮
が
見
て
み
る
と
f

と
い
う
形
で
、
手
習
文
が
展
開

す

る
。

少
し

長

い
が
引
用

す

る
。

2



風

の
音
、

木

の
葉

の
残

り
あ

る
ま
じ
げ

に
吹

き
た

る
、

つ
ね

よ

り
も

物
あ

は
れ

に
お
ぼ

ゆ
.

こ
と

ぐ

し
う

か
き

曇

る
も

の
か

ら
、

た
ゴ
気

色
ば

か
り

雨
う
ち

降

る
は
、

せ
ん

か
た
な

く
あ

は

れ
に

お
ぼ

え

て
、

秋

の
う

ち
は
朽

ち

は
て
ぬ

べ
し

こ
と
わ

り

の
時
雨

に
誰

か

袖

は
か

ら
ま

し

歎

か

し
と
思

へ
ど
、

知

る
人
も

な
し
。

草

の
色
さ

へ
見

し

に
も

あ
ら
ず

な
り

ゆ
け
ば

、

し
ぐ
れ

ん

ほ
ど

の
久

し
さ

も
ま

だ
き

に

お
ぼ

ゆ
る
風

に
、
心

苦

し
げ

に

う
ち
靡

き
た

る

に
は
、

た
ゴ
今

も
消
え

ぬ

べ
き
露

の
わ
が

身
ぞ
、

あ
や

ふ
く

草
葉

に

つ
け

て
か

な

し
き
ま

峯
に
、
奥

へ
も

入
ら

で
や

が

て
端

に

臥
し
た

れ
ば
、

つ
ゆ
寝

ら
る

べ
く
も

あ
ら

ず
。
人

は

み
な
う
ち

と

け
寝

た
る

に
、

そ

の
こ
と
と

思

ひ
わ
く

べ
き

に
あ
ら

ね
ば
、

つ
く

ぐ

と

目
を

の
み
さ

ま

し
て
、
な
ご

り

な
う

恨
め

し
う
思

ひ
臥

し
た

る

ほ
ど

に
、
雁

の
は

つ
か

に
う
ち
鳴

き

た
る
、

人

は
か
く

し
も

や
思

は

ざ

る

ら
ん
、

い
み

じ
う
堪

へ
が

た
き

心
地

し

て
、

ま

ど
ろ

ま
で
あ

は
れ

い
く
夜

に
な

り
ぬ

ら
ん

た
ゴ
雁

が
ね

を

聞
く

わ
ざ

に
し

て

と

の

み
し

て
明
か
さ

ん
よ

り
は

と
て
、

妻
戸

を
お

し
開
け

た
れ

ば

、
大
空

に
、

西

へ
か
た

ぶ
き

た
る

月

の
影
遠

く

澄
み
わ

た

り

て
み

ゆ
る

に
、

霧

り
た

る
空

の
気

色
、

鐘

の
声
、
鳥

の
音

ひ
と

つ
に
響

き
あ

ひ
て
、
さ

ら

に
、
過

ぎ

に
し
方

、

い
ま
行
末

の
事

ど

も
、

か

㌧
る
折

は
あ
ら

じ
と
、

袖

の
し

つ
く
さ

へ
、
あ

は
れ

に
め
づ

ら
か
な

り
。

我
な
ら
ぬ
人
も
さ
ぞ
見
ん
長
月
の
有
明

の
月
に
し
か
じ
あ

は
れ
は

た

～
今
、

こ
の
門
を

う
ち

た

ン
か
す

る
人
あ

ら
ん
、

い
か

に
お

ぼ
え

な

ん
。

い

で
や

、
誰

か
か

く

て
明
か
す

人
あ

ら
む
。

よ

そ
に

て
も

同
じ
心

に
有

明

の
月
を

見
る
や

と
誰

に
問

は

ま

し

(
五

二
～
五

五
頁
)

前

半

の

「
こ
と

わ
り

の
時

雨

に
誰

か
袖

は
か

ら
ま

し
」

「歎

か

し

と

思

へ
ど

、
知

る
人
も

な

し
」

「
人
は

み
な

う
ち

と

け
寝

た

る
に
、

…

-
つ
く

ぐ

と

目
を

の
み
さ

ま

し
て

二

雁

の
は

つ
か

に
う

ち
鳴

き

た

る
、

人

は
か

く
し
も

や
思

は
ざ

る
ら

ん
、

い
み

じ
う
堪

へ
が

た

き

心
地

し

て
」
に

は
、

独

り
眠

れ
ず

に
物
思

い
に
耽

る
女

の
孤

独
感

が

様

々
に

綴
ら

れ

て

い
る
。

特

に
、

「
人
は

か
く

し

も
や

思

は
ざ

る

ら

ん
」

は
、

作
品
冒

頭

の

「人

は

こ
と
に

目
も
と

ゴ
め

ぬ
を

」

に
通

ず

る
表

現
と

し
て
注

目
さ

れ
る
。

周

囲

の
者

は
皆

寝

入

っ
て

い
る
と

予
め
語

ら
れ

て

い
る
上
、
「
ら
む

」
が
用

い
ら

れ

て
い
る

こ
と

か
ら
、

こ
こ

で
言

う

「
人
」

と

は
身

辺

に

い
る
侍
女

の
よ

う
な

誰

か
特
定

の

人
物

で
は
な

く
、
仮

に

い
ま
自

分
と

同
様

に
目

を
覚
ま

し

て

い
て
こ

の
雁

の
声

を

聞

い
て

い
る
人
が

い
た

と
し

て
も
、

そ

の
人
達

の
う

ち

の
誰
も
自

分

の
よ
う

に

は
…
…

と

の
謂

い
で
、

不
特
定

の
、

い
わ
ば
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他
者

一
般

と

い
う
程

の
意

味
を

持

っ
て

い
る
。
女

の
思

い
は

「
さ
ら

に
、

過
ぎ

に
し
方
、

い
ま

行
末

の
事

ど
も
、

か

Σ
る
折
は

あ
ら

じ
」

と

昂

揚

し

て
、

「
我

な

ら
ぬ

人

も

さ

ぞ
見

ん

」

「た

ゴ

今

、

こ

の
門

を

う
ち

た

㌧
か
す

る
人

あ
ら

ん
、

い
か

に
お
ぼ

え
な

ん
」

と
感
慨

を

分

か
ち
合

う

入
を
求

め
、

直
後

に

「
い
で
や
、
誰

か

か
く

て
明

か
す

人
あ

ら
む

」

「
誰

に
問

は

ま

し
」

と
、

そ

の
よ

う
な

人

の
存

在

を
疑

つ
て

み
せ

る
が
、

こ

の
後
に

は

「宮

わ

た
り

に
や
聞

え
ま

し
、

と
思

ふ

に
、

奉

り

た
れ

ば
、

う

ち

見
給

ひ

て
」

(五

五
頁

)

と
続

い
て

い

る

(六
H。

手
習

文

の
直
前

に

は
、
宮

か
ら

の
歌

を

受
け

取

っ
た

女
が

、

「猶

折
節

は
過
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

二
頁

)
、

た

ま

た

ま
す

さ

み
書
き

し

て
あ

っ
た
手
習

文

を
そ

の
ま
ま

返
事

と

し
た

の

だ

、

と
あ

る
。

だ

が
、

女

は
門

が

叩

か
れ

る

の
を
聞

い
て
、

「あ

や

し
、

誰
な

ら
ん

」

(
五
〇

頁

)

「
同

じ
心

に

ま

だ
寝

ざ

り

け

る

人
か

な
、

誰

な

ら

ん
」

(五

一
頁

)

と
、

来

訪
者

は

誰

か
と

誕

し
ん

で
は

い
る
が

、
そ

れ
が
宮

で
あ

る
こ
と

は
読
者

に

は
既

に
明

か
さ
れ

て

い

る
し
、

「
い
ぎ

た
な

し
と

お
ぼ

さ

れ
ぬ

る

に

こ
そ
、

物

思

は
ぬ
さ

ま

な
れ

」
(
五
〇
頁

)
と
敬

語
を

用

い
た
女

の
心

内
語

か
ら
考

え

て
も
、

こ

の
時

点

で
女

の
思

い
は
来
訪

者

で
あ

る
宮

へ
と
向

か

っ
て
い
る
と

読

む

べ
き

で
あ

ろ
う

。
手
習

文

の
直

後

で
、
先

に
引

い
た
よ
う

に

「宮

わ

た
り

に
や

聞
え
ま

し
、

と
思

ふ

に
、
奉

り

た
れ
ば

」
と

述

べ
ら
れ

て
い
る

こ
と
も
考

え

れ
ば

、

い
ず
れ
宮

に
読

ん

で
貰

う

こ
と
を
前

提

と

し

て
、

こ
の
手
習

文
は

書
か

れ

て

い
る
と
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

さ

て
、

し
ば

し
ば
物

語
的

と
評

さ
れ

る

七̂
)
『
日
記
』

で
あ

る
が

、

そ
れ

は
、

例
え

ば

『
源
氏

物
語
』

を

は

じ
め
と
す

る
王
朝

物
語

に
見

ら
れ

る

よ
う
な
、

景

情

―
致

の
流

麗
な

文
章

を
豊

か

に
含

む
と

い
う

意
味

で
は
な

い
。
引

歌
が

見
ら

れ

る

の
も

会
話

や
消

息
中

に

お

い
て

の
み

で
あ

る

し
、
地

の
文

は
贈

答
歌

と

二
人

の
心
情

ま
た

は
恋

に
ま

つ
わ

る
事

情

を
語

る

こ
と

を
主

な
役
割

と

し

て
お

り
、
情

景

の
描
写

そ

の
も

の
を

目
的

と
す

る
よ
う

な
場

面

は
さ

ほ
ど
多

く

は
な

い
〔八
)。

そ

の
よ

う
な

例
と

し
て

は
、
あ

る
月

の
明
る

い
夜
、

宮
が

扇

に
文
を

載

せ

て
女

に
渡

し
た

後
、
歌

を

口
ず
さ

み
な

が

ら
前
栽

を
歩

く

場
面

、

十
月

頃
、
宮

が

檀

の
紅
葉

を
手

に
し

て
高

欄

に
寄

り
か

か
り
、

女

に

連
歌

を

し
か

け
る

場
面
が

挙
げ

ら
れ

る

が
、
景

情

一
致

の
ま

と
ま

っ

た
描

写

と
な

る
と
、

冒
頭

と
手

習
文

く

ら

い
で
あ

る
。
作

品
が

最
高

潮

を
迎

え

る
十

月

十

日
頃

の
場

面
も

印
象

的

で
は
あ

る
が
、

「
月

は

く

も
り

く

し
ぐ

る

ン
ほ
ど
な

り
。

わ
ざ

と
あ

は

れ
な

る

こ
と

の
限

り

を

つ
く

り
出

で
た

る
や
う

な

る

に
」

(
五
八

～

五
九

頁
)

と

述

べ

た
後

は
、

思

い
乱
れ

て
泣

く
女

と
そ

れ
を

慰

め
る
宮

の
姿

そ

の
も

の

を
描

い
て
お

り
、

そ
こ

に
あ
る
景

物

を
通

し

て
登
場

人
物

の
心

が
描

写
さ

れ

る
よ

う
な
書

き
方

で
は
な

い
。

冒

頭
と

手
習

文

の
文
章

が
や

や
特

別
な

の
で
あ

る
。

渡
辺
実
氏
は
、
歌
文
融
合
の
点
で
『
日
記
』
の
手
習
文
が
『
日
記
』
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中

の
書

簡

文
に
連

続

す

る

「
方

で
、
『
日
記
』

の
地

の
文

に
も
連

続

す

る

こ
と

に
注

目
さ

れ
、

『
蜻

蛉

日
記

』

で

は
珍

し
か

っ
た

歌

文
融

合

や
心
情

と

つ
な
が

る
風
景

描
写

が

『
日
記
』

に

お

い
て
可
能

に
な

っ
た
、

と
さ

れ

て

い
る

(九
H。

如

上

の
私
見

で

は
、

「
心
情

と

つ
な
が

る

風
景
描

写
」

は

『
日
記
』

全
体

に
遍
在

す

る
も

の

で
は
な
く

、
冒

頭
部

な
ど

に
限

ら
れ

る

の
で
は
な

い
か
と

考
え

る

の

で
あ

る
が

、
渡

辺
氏

が
手

習
文

の
書
き

出
し

と

『
日
記
』

そ

の
も

の

の
書

き
出

し
と

を

「
同
質

の
も

の

で
あ

る
」

と
さ

れ
た

(士

こ
と

は
首

肯
さ

れ

る
。

手
習
文

に
は

「雁

の
は

つ
か

に
う
ち
鳴

き

た
る
、

人

は
か
く

し
も

や
思

は
ざ

る
ら

ん
、

い
み

じ
う
堪

へ
が
た

き

心
地

し
て
」

と

の

一
節

が
あ

っ
た
。

か
す

か

に
聞

こ
え

て
く

る
雁

の
声

に
女

が
強

く
感
情

を

揺
さ

ぶ

ら

れ
る

こ
と

は
、

「人

は

か
く

し
も

や
思

は
ざ

る
ら

ん

」

の

挿

入
句
が

な
く

て
も
表

現

で
き

る
。

し

か
し
女

は
、

己

の
感
じ
方

が

他
者

一
般

と
は
違

う

こ
と
を

、
―
言

添
え

ず
に

は

い
ら
れ
な

か

つ
た
。

誰
を

頼
り

に

し
て
よ

い

の
か

と

い
う
心
細

さ

を
詠

み
、

独

り
物

思

い

を

し

て
い

て
も

そ
れ

を
理
解

す

る
人

の
い
な

い
孤
独

や
、

何

の
屈
託

も
な
さ

そ
う

に
眠

っ
て

い
る
侍

女
達

の
中

で
、
自

分
独

り

起
き

て
物

思

い
を
尽

く
し

て

い
る

こ
と

を
書

い

て
き

て
、

雁

の
声

を

聞
く

に

つ

け

て
も
普

通

の
人

に
は

な

い
物

思

い
を
自

分

は
す

る

の
だ

、
と
言

う
。

こ

の
後

、

「と

の
み

し

て

明
か

さ

ん

よ

り

は
と

て
」
、

や

や
気

を
取

り
直

す
か

の
よ
う

に
視
線

を

屋
外

に
転

じ
、

こ

こ
を

転
機

と

し
て
思

い
は

は

っ
き

り
と

宮

へ
向

か
う

。

既

に
述

べ
た

よ
う

に
、

「
我
な

ら

ぬ

人

」

「
た

ゴ
今

、

こ

の
門
を

う

ち

た

峯
か
す

る

人

」

「
か

く

て
明

か
す

人

」

「
よ

そ
に

て
も

同

じ
心

に
有

明

の
月
を

見

る
」

人
、

い
ず

れ

も
宮

を
念

頭

に
置

い
て

い
よ
う

。

「
人

は

か
く

し
も

や
思

は
ざ

る

ら

ん
」
と

、
す

べ

て
の
他
者

か
ら

孤
絶

し
た
自

分

の
心

の
あ

り
方
、

物
思

い
の
深
さ

を
述

べ
た
女

は
、

そ
れ

を
最

終
的

に
は
宮

に
対

し

て

訴
え

た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
訴
え

は
、

皆
頭

の

「
人
は

こ
と

に
目
も

と
ゴ

め
ぬ

を
」

に
お

い

て
も

同
様

で

は
な
か

っ
た

ろ
う

か
。

三

『蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
自
己
と
他
者
と
の
対
比

右

に

『
日
記
』

に
表

れ
た

へ他

の
人
達
と

は
違

う
自
分

〉

の
思

い

に

つ
い
て
見

て
き

た
が

、

で
は

『
日
記
』

に
先

行
す

る
女

流

日
記
文

学
、

『
蜻

蛉

日

記
』

に

は
、

〈
他

の
人
達

と

は

違

う
自

分

〉

の
思

い

は
ど

の
よ

う

に
表

れ

て

い
る
で
あ

ろ
う

か

士̂

)。

①

〔母

の
死

に
よ
る
〕

さ
ら

に

せ
む

か
た
な

く
わ

び

し
き

こ
と

の
、

世

の
常

の
人

に
は

ま
さ

り

た
り

。

〔
肉
親

が

〕

あ
ま

た
あ

る
中

に
、
こ
れ

は
お
く

れ
じ

お
く
れ

じ
と

惑

は
る

る
も

し
る
く

、

い
か
な

る
に
か
あ

ら

む
、
足

手
な
ど

た
だ

す

く
み

に
す
く

み

て
、

絶

え

入

る
や

う

に
す
。

(上

・
康
保

元
年

秋
)

②

〔母

の
供
養

の
〕

わ
ざ

と

の
こ
と
な

ど
も

、

み
な

お

の
が

と

り
ど

り
す
れ

ば
、

わ
れ

は
た
だ

つ
れ
づ

れ
と
な

が

め
を

の
み

し

一5一



て
、

「
ひ
と

む
ら

薄
虫

の
音

の
」

と

の
み
ぞ

い
は

る
る
。

(同
)

③

〔身

内

の
者
達

が
〕

お

の
が

じ
し

ひ
き

つ
ぼ

ね
な

ど

し

つ
つ

あ
め

る
中

に
、
わ

れ

の
み
ぞ

紛

る
る

こ
と
な

く

て
、

夜

は
念
仏

の
声

聞

き

は

じ

む

る

よ

り
、

や

が

て
泣

き

の

み
明

か

さ

る
。

(同
)

④

〔留

守
中

に
兼
家

が
珍

し
く
訪

れ
た

こ
と

を
知
ら

さ
れ

て
〕

「
さ

て
」
な

ど
、

こ
れ

か
れ

問
ふ

な
り
。

わ

れ
は

い
と
あ

さ
ま

し
う

の
み
お
ぼ

え

て
来
着

き

ぬ
。

(中

・
天
禄

元
年

六
月

)

⑤

〔兼

家

の
使
者

が
帰

っ
た

後
〕

こ

の
た
び

の
な
ご

り

は
、
ま

い

て
い
と

こ
よ
な

く
さ

う
ざ

う

し
け
れ
ば

、
わ

れ
な

ら
ぬ

人
は

、

ほ
と

ほ
と
泣

き
ぬ

べ
く
思

ひ
た
り
。
/

か
く

お
も

て
お
も

て
に
、

と

ざ
ま

か
く
ざ

ま

に
言

ひ
な
さ

る
れ
ど
、

わ
が

心

は

つ
れ

な
く

な

む
あ

り
け

る
。

(天
禄

二
年

六
月

)

⑥

〔初

瀬
詣

で
〕

人

い
と
多

く
、

き
ら
ぎ

ら

し
う

て
も

の
す
め

り
。
…
…

人
は
か

く

て

の
の
し
れ

ど
、
わ
が

心
は

は

つ
か
に

て
、

見

め
ぐ

ら
せ
ば

、
あ

は
れ

に
、

(
天
禄

二
年
七

月
)

⑦
南

面

の
、
格

子
も

上
げ

ぬ
外

に
、

人

の
気
お
ぼ

ゆ
。

人

は
え

知

ら
ず
、

わ

れ

の
み
ぞ
あ

や

し
と

お
ぼ

ゆ
る

に
、
妻

戸
お

し
開

け

て
、

〔
兼

家

が

〕

ふ
と

は

ひ
入

り

た

り
。

(
天

禄

二
年

十

二

月
)

⑧

人

は
、

童
、

大

人
と

も

い
は
ず

、

「灘

や
ら

ふ
灘

や

ら

ふ
」

と

騒
ぎ

の

の
し
る
を

、
わ

れ

の
み

の
ど

か
に

て
見
聞

け
ば
、

こ

と

し
も

、

こ

こ
ち

よ
げ
な

ら

む
と

こ
ろ

の
か
ぎ

り

せ
ま

ほ
し
げ

な

る
わ
ざ

に
ぞ
見

え
け

る
。

(同
)

⑨

た
た

む
月

に
死

ぬ

べ
し
と

い
ふ
さ

と

し
も

し
た
れ

ば
、

こ
の

月
に
や

と
も

思
ふ
。

相
撲

の
還

饗
な

ど
も

の
の
し

る
を
ば

、
よ

そ
に
聞

く
。

(下

・
天
禄

三
年

八
月

)

⑩

紅
梅

の
、
常

の
年
よ

り
も
色

濃

く
、
め

で
た
う

に

ほ
ひ
た

る
、

わ

が

こ

こ
ち

に

の
み
あ

は
れ
と

見

た
れ

ど
、
な

に
と

見
た

る
人

な

し
。

(天

延
元
年

二
月

)

⑪

〔物

詣

で
〕

い
み
じ
う

苦

し
き

ま
ま

に
、

か
か
ら

で
あ

る

人

も

あ
り

か
し
、

憂
き

身

ひ
と

つ
を

も

て
わ

づ

ら
ふ

に

こ
そ
は
あ

め

れ
、
と
思

ふ
思

ふ
、
入
相

つ
く

ほ
ど

に
ぞ

い
た

り
あ

ひ
た

る
。

(
天
延

二
年

二
月
)

⑫

〔
雨
が
降

り
出

し

て
〕

「簑

、

笠
や

」

と

人

は
騒

ぐ
。

わ
れ

は

の
ど

か
に

て
な
が

む
れ

ば
、

前
な

る

谷
よ

り
、
雲

し
づ

し
つ

と

上
る

に
、

い
と
も

の
悲

し
う

て
、

(同
)

①

は

母

の
死
に
よ

っ
て
自
分

が
感

じ

る

つ
ら

さ
を

「世

の
常

の
人

に

は
ま
さ

り
た

り
」

と

し
、
ま

た
、
多

く

の
肉
親

の
中

で
も
自

分

の

動
揺

が

と
り
わ

け

ひ
ど
か

っ
た

、
と

す

る
。

こ
れ

に
続
く
②

③

も
、

供
養

や

忌
み
籠

も
り

で
何

か
と
動

い
て

い
る
周

囲
を

よ
そ

に
、
自

分

一
人

の
悲

し

み
に
沈

ん

で

い
る
。

④

は
兼
家

が
久

し
ぶ
り

に
来

訪
し

た
と

知

っ
て
、
侍

女
達

が

留
守

居

の
者

に
あ

れ

こ
れ

と
経
緯

を

尋
ね
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る

の
だ
が

、
わ
ざ

と
自

分

の
外

出
中

に
来
た

の

で
は
な

い
か
と

ま

で

疑

っ
て
い

る
作

者

は
、

ひ
た
す

ら
欝

々
と
す

る
ば

か
り

で
あ

る
。
⑤

は
鳴

滝
籠

も

り

の
最
中

の
こ
と

で
、
兼
家

か

ら

の
賑

々
し

い
使

者
が

強

く
下

山
を
勧

め

て
帰

っ
て
し

ま

っ
た

後
、
惜

然
と

す

る
侍

女
達

と

、

下
山

す

る
気

に
な
れ
な

い
作

者
と

が
対

比
さ

れ

て
い
る
。
⑥

は

初
瀬

詣

で

の
途

次

で
、

一
行

の
数

も
多

く
、
浮

き

立

つ
人

々
と

は
裏

腹
な

作
者

の
停

ま

い
で
あ

る
。
⑦

は

雨
音

の
中

で
兼

家

の
来
訪

を
待

つ
作

者

の
、
侍

女
達

と
は
違

う
、

研
ぎ

澄
ま
さ

れ

た
神
経

が
窺

わ
れ

る
。

⑧

は
歳
末

に
賑
や

か

に
追
灘

を
行

う
家
中

の
人

々
に
対

し
、
自

分

の

つ
ら

い
境

遇
を
思

う
と

そ
れ

に
溶

け
込

め
な

い
と
言
う

。
⑨

も

同
様

に
盛

大
な

行
事

に
浮

か
れ

る
世
間

と
、
翌

月

に
死
ぬ
だ

ろ

う
と

の
お

告
げ

を
受

け

て
い
る
作

者
と

の
対

比

で
あ

る
。
⑩

は
紅

梅

の
例
年

に

な

い
素
晴

ら
し
さ

に
感

慨
を

抱
く

が
、
周

囲

の
者

は
何

も

気
づ

か
な

い
と

言
う
。

但

し
、
す

ぐ

に
続

い
て
、

こ

の
紅
梅

を
道

綱

が
大

和
だ

つ
女

に
贈

る
と
あ

る

の
で
、

作
者
だ

け
が

孤
独

に
紅
梅

を

見

つ
め
て

い
る

と

い
う

こ
の

一
節

は
、
一
つ
の
ポ
ー
ズ

で
あ

る
と

も
言

え
よ

う
。

⑪

は

山
奥

の
と
あ

る
寺

に
参
詣

し
、
道

中

の
苦

し
さ

に
、
何

故
自

分

は

こ
の
よ
う

な
思

い
を

し

て
い
る

の
か
と

ふ
と

顧

み
た

感
慨

、
⑫

は

帰

途

の
雨
具

の
手

配
に
奔

走
す

る
従
者

を

よ
そ

に
、

一
人
物

思

い
に

耽

る
場

面

で
あ
る
。

こ
れ

ら

の
例
か

ら
言
え

る

の
は
、
作

者
自
身

と

対
置

さ
れ

る

の
が
、

多

く
、
家

族
や

侍
女

・
従

者
な

ど
、

周
囲

の
人
物

達

で
あ

る
こ
と

で

あ

る
。

周
り

が
忙

し
そ
う

に

し
た
り
或

い
は
楽

し
そ
う

に

し
た
り

し

て

い
る
、

そ

の
中

で
作
者

が
自

分

一
人

の
物

思

い
に
沈

ん

で
い

る
。

し
ば

し
ば

、
歌

を
独

り

口
ず
さ

ん
だ

り
、
心

の
中

だ
け

で
眩

い
た

り

し
て

い
る

の
も
、

同
様

の
心
境

を
表
す

も

の

で
あ

ろ
う
。

不
特

定
多

数

の
他

人
が
作
者

と

対
置

さ
れ

て

い
る

の
は
⑨

と
⑪

で
あ

る
が

、
⑨

は
近

々
の
死

を
予

言
さ
れ

て

い
る
作
者

と

の
対
照

で
華

や
か
な

行
事

に
浮

き
立

つ
世

間
を

引
き
合

い
に
出

し
た
も

の
で
あ
ろ
う

し
、

⑪

は

こ
れ

ほ

ど

つ
ら

い
思

い
を

し
な

い
人

も
あ

る

だ

ろ
う

と

は

言

っ
て

も
、

自
分

―
人
だ
け

の
独
自

の
辛

苦
を

強
調

し

て
い
る
わ

け

で
は
な

い
。

ま

た
、

こ

の
物

詣

で
を

語

っ
た

一
段

の
最

後

に

は
、

「
あ

は
れ

な

る
人

〔養
女
〕

の
、

身

に
添

ひ

て
見
る
ぞ

、
わ

が
苦

し
さ
も

紛

る

ば

か
り
か

な

し
う
お
ぼ

え

け
る
」

と
記

さ
れ

、
作
者

の
思

い
は
養
女

の
い
じ
ら

し
さ

、

い
と
お

し
さ

へ
と
収

束
さ

れ

て

い
る
。

作

者

の
様

々
な
物

思

い
を

綴

る

『
蜻

蛉

日
記
』

で
あ

る
が
、

〈す

べ
て

の
他
者

と
違

う
〉

物
思

い
に
沈

む

自

己

の
姿

は
主

張
さ

れ

て
い

な

い
と
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

四

『
紫
式
部
日
記
』
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
『
成
尋
阿
閣

梨
母
集
』
に
お
け
る
自
己
と
他
者
と
の
対
比

次

に

『
日
記
』

以
降

の
平
安

女

流

日
記

文
学

に

つ
い

て
、

〈
他

の

人
達

と
は
違

う
自

分
〉
の
思

い
が
表

出
さ

れ

て

い
る
例
を

見

て
ゆ
く
。
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『
紫

式
部

日
記
』

か
ら

は
、
次

の
よ

う
な

も

の
が
挙
げ

ら
れ

る
。

①

〔美

し

い
菊
を

と
り

ど
り

に
植

え

て
あ
る

の
を

見
渡

し
て
〕

げ

に
老

も
退

ぞ
き

ぬ

べ
き
心

地
す

る
に
、

な

ぞ
や
、

ま
し

て
、

思

ふ

こ
と

の
少
し

も
な

の
め
な

る
身

な

ら
ま

し
か
ば
、

す

き
ず

き

し
く

も
も

て
な

し
わ

か
や
ぎ

て
、

常
な

き
世

を
も

す
ぐ

し

て

ま

し
、

め

で
た
き

こ
と
、

お
も

し

ろ
き

こ
と
を

、
見

聞
く

に

つ

け

て
も
、

た
だ

思

ひ
か
け

た

り
し

心

の
、

ひ
く

か
た

の
み

つ
よ

く

て
、
も

の
憂

く
、
思

は
ず

に
、
嘆

か
し

き

こ
と

の
ま

さ

る
ぞ
、

い
と
苦

し
き
。

②

〔中
宮

が
〕

御
物

忌

に
お

は
し
ま

し
け

れ
ば

、
御
前

に

も
ま

ゐ
ら
ず
、

心
ぼ

そ
く

て
う

ち
臥

し
た

る

に
、

前

な
る

人

々
の
、

「内

裏

わ
た

り
は
な

ほ
け

は

ひ

こ
と

な

り
け
り
。

里

に

て
は
、

い
ま
は
寝

な
ま

し
も

の
を

。
さ

も

い
ざ

と

き
沓

の
し
げ

さ

か
な
」

と
、

い
う
め

か
し
く

い
ひ
ゐ
た

る
を

聞
く
。

/

年
く

れ

て
わ

が

世

ふ
け

ゆ
く
風

の
音

に
心

の
う

ち

の
す
さ

ま
じ

き
か
な

/

と
そ

ひ
と
り
こ

た
れ

し
。

①

の
「思

ふ

こ
と

の
少

し
も
な

の
め
な

る
身
な

ら
ま

し
か
ば

」

は
、

人
並

み
以

上

の
深

い
物
思

い
が

つ
き
ま

と

っ
て
い
る
自

分

で
あ

る

こ
と
を

述

べ
て

い
る
。
②

は

「
い
う
め

か
し

く

い
ひ
ゐ

た

る
」
女
房

達

と

「
心

の
う
ち

の
す
さ

ま

じ
き

か
な
」

と
独

詠

す

る
作
者

と

の
懸
隔

が
印

象
的

な

―
節

で
あ

る
。

い
ず
れ

も
よ

く

知
ら

れ
た
場

面

で
あ

る
が
、

し

か
し

〈他

の
誰
と

も
違

う
〉

と

い
う
自

己

認
識

で
は
な

い
。

『
更
級

日
記
』

に
は
、

特

に
挙
げ

る

べ
き
例

は
見

出
せ

な

い

(十
二
)
o『

讃
岐

典
侍

日
記

』

に
は
、

周
囲

の
人

々
と

自
分

と

の
対
比

を
描

く
部

分
が

多
く

見
ら

れ

る
。

①

〔堀
河

天
皇

は
〕

御
殿
こ

も

り
ぬ

る
御

け

し
き
な

れ
ど

、
わ

れ

は
、

た
だ
ま

も
り

ま
ゐ

ら
せ

て
、

お
ど

ろ

か
せ
た

ま
ふ

ら
ん

に
、

み
な

寝

入
り

て
と
お
ぼ

し

め
さ
ば

、

も

の
お

そ
ろ

し
く
そ

お
ぼ

し

め
す
、

あ
り

つ
る

お
な

じ
さ

ま

に
て
あ

り
け

る
と

も
御

覧
ぜ

ら

れ
ん
と

思

ひ
て
、

見
ま

ゐ
ら

す
れ
ば

、

御

目
弱
げ

に

て

御
覧

じ
あ

は

せ

て
、

「
い
か

に
か

く

は
寝

ぬ
ぞ

」

と

お
ほ

せ
ら

る

れ
ば
、

御
覧

じ
知

る
な

め
り

と
思

ふ
も
、

堪

へ
が

た
く

あ
は

れ

に

て
、

(上
)

②

み
な

人

々
、

う
ち

や
す

め
と

て
お

り
ぬ
。

さ

れ
ど

、
も

し
召

す

こ
と
も
や

と

思

へ
ば

、
御

障

子

の
も
と

に
さ

ぶ
ら

ふ
.

…
…

し
ば

し

ば

か
り

あ

り

て
、

御

扇

打
ち

鳴

ら

し

て
召

す
、

「
そ
れ

取

り
て
」
と

お

ほ
せ

ら
る

べ
き

こ
と
あ

り
け

れ
ば

、

召
し

て
、

「な

ほ
障

子
立

て

て
よ
」
と

お

ほ
せ
ら

る
。

よ

く
ぞ

お
り

で
さ

ぶ
ら

ひ
け

る
と

思
ふ
。

(同
)
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③

「
…
…

『
た

だ
典
侍

ば

か
り

は
さ
ぶ

ら

へ
』

と

お
ほ

せ
ら

る

る
」
と

て
、

三
位
殿

お
は

し

て
、

殿
た

ち
、

み
な
障

子

の
外

に

出

で
さ

せ
た
ま

ひ
ぬ
。

(同

)

④

〔堀
河

天
皇
崩

御
、

女
房

達
が
働

実

す
る
〕

わ

れ
は
、

御
汗

を

の
こ

ひ
ま

ゐ
ら

せ

つ
る
陸
奥

紙
を

顔

に
押

し
あ

て
て
ぞ
、

添

ひ
ゐ
ら
れ

た

る
。

あ

の
人

た
ち

の
思

ひ
ま
ゐ

ら
せ
ら

る
ら

ん
に

も
劣

ら
ず

思

ひ
ま

ゐ
ら

す
と
、

年
ご

ろ

は
思

ひ

つ
れ

ど
、
な

ほ

劣

り
け

る
に
や
、

あ
れ

ら

の
や
う

に
声

た
て
ら

れ
ぬ

は
と

そ
、

思

ひ
知
ら

る
る
。

(同
)

⑤

〔鳥

羽

天
皇

へ
の
再

出
仕

を
求
め

ら

れ
る
〕

し
も

の
人
な

ど

は
、

年
ご

ろ
も
も

し
き

の
う
ち

に
遊

び
な

ら

ひ
た
る

心
地

に
、

つ
く
づ

く

と

思

ひ
絶

え

た

る
里

居

は
く

ち

を

し

う

思

ひ
け

る

に
、

か
か

る

こ
と

出

で
き
た

る
を
う

れ

し
う

思

ひ
た

る
け

し
き

に

て
、

心
地

よ
げ

に
思

ひ
け

る
を
見

る

は
、

つ
れ
な

く
う

ら
め

し
き

に
、
十

「
月

に
も
な

り
ぬ

。

(
下
)

⑥

〔再

出
仕

の
支
度

の
〕

い
そ

が
し
さ

、

い
ま

い
く

ほ
ど
な

く

残
り
少
な

く
な

り

に
た
れ

ば
、

お
ほ

か
た

の
人
も

、
夜

を
昼

に

な

し

て
、
も

の
も
聞

こ
え

ぬ
ま

で

い
そ
ぐ

め
れ
ば

、
わ

れ

は
、

こ

の
日

な
ら

ん
か
ら

に

い
そ
が

し
と

て

〔堀

河

天
皇

の
月
命

日

の
追

善
供

養

に
〕
参

ら
ざ

ら
ん

が
く
ち

を

し
き

に
、
出

で
立

つ

を
、

】
人
う
け

ひ
く

人
な

し
。

(同
)

⑦

〔鳥

羽
天
皇

即
位
式

の
準

備

を
〕

人
ど
も

、
見

さ
わ
ぎ

、

い

み

じ
く
心

こ
と

に
思

ひ
あ

ひ
た

る
け
し

き
ど

も
に

て
、

見
さ
わ

げ
ど

も
、

た
だ

わ
れ

は
、
何

ご
と

に
も

目
も

立
た
ず

の
み
お
ぼ

え

て
、

(
同
)

⑧

四
月

の
衣

が

へ
に

も
、
女

官
ど

も
、

例

の
こ
と
な

れ
ば

、
わ

れ
も

わ
れ

も
と
、

身

の
な
ら

ん
や

う
も
知

ら
ず

几
帳

ど
も

取
り

あ

へ
る
、

人
見

あ

へ
れ

ど
、

わ

れ

は
見
ま

ほ
し

か
ら
ず

。

〔堀

河
天
皇

が
〕

こ
れ

を
を

か

し
と
お
ぼ

し

め
し
た

り

し
が
、

思

ひ

出

で
ら
れ

て
。

(
同
)

⑨

〔諒

闇
が

明
け

る
〕

殿
を

は
じ

め

て
、

殿
上

人
、

蔵
人

、
装

束
か

へ
縷

お
ろ

し
、
女

房
た
ち

の
姿

、
わ

れ
も

わ
れ

も
と
、

い

ろ

い
ろ
と

つ
く

し
あ

は
れ
た

る
さ

ま
ぞ
、

た
た

お
り

け
ん

心
地

し

て
ぞ
、
並

み

ゐ
ら
れ

た

る
。

…

…
わ

れ

一
人
脱
ぎ

か

へ
で
さ

ぶ
ら

ふ

べ
き

な
ら

ね
ば
、

脱
ぎ

か

へ
つ
。

局

に
お
り

て
も

、
ま

つ
着

か

へ
ん
と
も

お
ぼ

え
ず
。
こ
れ

を
さ

へ
脱
ぎ

か
ふ

る
こ
そ
、

院

の
御

か
た

み
に
思

ひ

つ
れ
、

こ
れ
を

さ

へ
脱

ぎ

つ
れ
ば

、

い

と
心
ぼ

そ

し
。

…

…
脱
ぎ

か

へ
ま

う
き

心
地
す

る
。

か
ぎ

り
あ

る
こ
と

な
れ
ば

、

い
か
が

と

て
脱
ぎ

つ
。

(同
)

⑩

〔鳥

羽
天

皇
、
内

裏

へ
遷
御

〕

二
十

一
日
御

わ
た

り
と
定

ま

り
ぬ
。

人

々
、

い
と
な

み
あ

ひ
た

り
。

さ

れ
ば

、
わ

れ

は
、
変

は
ら
ぬ

九
重

の
う
ち

の
有

様
を

見

ん
に
、

は

じ
め
た

る
御

わ
た

り
に
、

え
念
ず

ま

じ
き
心

地

の
す

れ
ば
、

参
ら

ん
と

も
思

は
ぬ

に
、

「
院

よ
り

、
さ

る

べ
き

人

々
み
な

参

る

べ
き
よ

し
。

参

ら
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せ

た
ま

へ
」
と
、
三
位

殿
よ

り
あ

れ
ば
、
…

「
…
思

ひ
念

じ
て
、

な

ほ
参

ら
せ
た

ま
ふ

べ
き
」

と

て
、
出

だ

し
立

て
ら

る
れ
ば
、

か
ば

か

り

の
こ
と
だ

に
心

に
ま

か
せ

ぬ

こ
と

と
思

ひ
な

が
ら
、

出

で
立

つ
。

(
同
)

⑪

〔鳥

羽

天
皇

の
御
寝

に
侍

し

て
、
往

時
を

回
顧
〕

…
…
あ

は

れ
に

の
み
ぞ
。

み
な

人
は

よ
げ

に
寝
ぬ

れ
ど

も
、

わ
れ

は
、
も

の
の
み
思

ひ

つ
づ

け

ら
れ

て
、

目
も
あ

は
ず

、

(
同
)

⑫

い

つ
の
ま

に
変

は

り
け

る
世

の
け

し
き
ぞ

と
、

よ
う

つ

の
人

た
ち

の
そ

の
か

み

の
人
な
ら

ぬ
な

か

に
、
わ

れ
ば

か
り
あ

り

し

昔

な
が

ら

の
人
、

い
か
に
結

び

お
き
け

る
前

の
世

の
契

り

に
か

と
、

も

の
の
み
思

ひ

つ
づ
け

ら
れ

て
、

あ

は
れ
し

の
び
が

た
き

心

地
す

。
/

明
け

ぬ
れ
ば

、

い

つ
し
か

と
起
き

て
、
人

々
、

「め

づ
ら

し
き
と

こ
ろ
ど

こ
ろ

見
ん
」
と
あ

れ

ど
、
具

し

て
歩

か
ば
、

い
か
が

も

の

の
み
思

ひ
出

で
ら
れ

ぬ

べ
け
れ
ば

、

た
だ

ほ
れ

て

ゐ
た

る
に
、

(同
)

⑬

〔
五
節

が

近
づ

く

〕
女

房

た

ち
、

わ

れ
も

わ

れ
も

と
、

「御

覧

の
日

の
童

と

て
、

ゆ

か

し
き

こ
と
。
寅

の
日

の
夜

、
す

で
に

例

の
こ
と
な

れ
ば

、
殿

上

人
、

肩

脱
ぎ

あ

る
べ
け

れ
ば
、

い
つ

れ

よ

り
か

の
ぼ

る
べ
き

」
と

問

ひ
あ
は

れ
た

れ
ば
、

い
ら

へ
せ

ん
と
も

お
ぼ

え
ず
。

(同

)

⑭

〔年

の
暮

れ
〕

晦

日
に
な

り
ぬ

れ
ば

、
朔

日

の
御

ま

か
な

ひ

す

べ
き

よ
し
、

お

ほ

せ
ら

れ

た

れ
ば

、

〔
家

の
者

が
〕

い
そ
ぎ

あ

ひ

た

る
に

も
、

わ

れ

は
た
だ

、

お
ぼ

え

て
。

(同
)

「別

れ

や

い
と

ど
」

と

の
み

①
②
③
は
近
侍
の
女
房
の
中
で
と
り
わ
け
自
分
が
甲
斐
甲
斐
し
く

病
床
の
堀
河
天
皇
に
仕
え
た
思
い
出
、
④
は
取
り
乱
し
て
泣
き
騒
ぐ

女
房
達
の
中
で
、
自
分

「
人
が
衝
撃
の
余
り
涙
も
出
ず
に
荘
然
と
し

て
い
た
こ
と
、
⑤
は
不
本
意
な
作
者
の
気
持
ち
な
ど
知
ら
ぬ
げ
に
、

再
出
仕
を
楽
し
み
に
す
る
侍
女
達
、
⑥
は
家
の
者
が
出
仕
の
準
備
に

追
わ
れ
る
中
を
、
依
沽
地
な
ま
で
に
堀
河
天
皇
の
追
善
に
参
加
し
よ

う
と
す
る
作
者
、
⑦
⑧
は
宮
中
の
様
子
を
見
て
楽

し
む
女
房
達
と
、

独
り
心
楽
し
ま
ぬ
作
者
の
姿
を
述
べ
る
。
⑨
は
諒
闇
が
明
け
て
早
速

に
綺
羅
を
飾
る
女
房
達
と
、喪
服
を
脱
ぎ
た
く
な

い
作
者
の
気
持
ち
、

⑳
は
遷
御
に
奉
仕
す
る
の
を
控
え
よ
う
と
す
る
作
者
と
、
そ
れ
を
強

い
て
求
め
る
周
囲
の
態
度
、
⑪
は
心
安
ら
か
に
眠
る
女
房
達
と
寝
ら

れ
ず
に
い
る
作
者
、
⑫
⑬
は
宮
中
の
様
子
や
行
事
を
見
物
す
る
の
を

楽
し
み
に
す
る
女
房
達
と
全
く
心
惹
か
れ
ぬ
作
者
、
⑭
は
年
始
の
奉

仕
に
向
け
て
支
度
に
余
念
の
な
い
家
中
の
者
と
、
年
の
暮
れ
に
際
し

て
堀
河
天
皇
追
慕
の
念
を
新
た
に
す
る
作
者
と
の
対
比
で
あ
る
。

無

論
、

作
者

自
身

を
も

含
め

た
女

房
達

を

「御

几
帳

の
う
ち

な

る

人
」

や

「わ
れ

ら
」

と
呼

ん

で

}
団

と

し
て
扱

っ
た

り
、

死
を

悟

っ

た

堀
河

天
皇

が
以
前

か
ら

親

し
く
仕

え

て

い
た

定
海

阿
閣

梨

に

「経

踊

し

て
聞

か

せ
よ
。

定
海

が
声

聞
か

ん
も
、

今
宵

ば

か
り

こ
そ

聞
か

一io



め

」

と
言

う
場

面

で

は
、

「
そ

れ
を

聞

か
ん

心
地

、
た

れ

か
は

な

の

め

な

る
心
地

せ
ん
。

た

れ
も
堪

へ
が

た
き
心

地
ぞ

す

る
」
と
、

近
侍

の
者

が

共
有
す

る
悲
哀

を

記
し

た
り
も
す

る
。

ま

た
、
家

人

の
反
対

を
押

し
切

っ
て
堀

河
天
皇

の
追
善

供
養

に
参

っ
た

際
は
、

そ

こ
に
集

う

人

々
に
非
常

な
共
感

を
も

っ
て
迎
え

ら
れ

た

こ
と
を
述

べ
、

い

つ

も
作

者
と

周
囲

と

の
距
離

が
前

面
に
押

し
出

さ
れ

て

い
る
わ
け

で
は

な

い
が
、
①

②
③

は
膝

几
帳

の

エ
ピ

ソ
ー
ド

(+
三
}
や

扇
引

き

+̂
聖
そ

の
他

の
思

い
出

と
併

せ

て
、

作
者

が
堀
河

天

皇

に
と

っ
て
特
別

な
存

在

で
あ

っ
た

こ
と
を
主

張

し
て

い
る
。
④

～
⑭

は
、

同
僚

女
房

や
家

人
と

、

天
皇
崩
御

の
悲

し

み
か
ら
離

れ

ら
れ
な

い
作

者
と

の
気

持
ち

の
隔

た
り

を
伝
え

る
。

「大

切
な

堀
河

天
皇

と
わ

た
く

し
と

の
心

の
通

い
あ

っ
た

日

々
ー

愛

の
日

々
と

い

っ
て
も

よ

い
ー

の
思

い
出
」
(+
五
)
「
「
天
皇

と
自

己

の

世
界

」

の
構

築
」
壬
、)
を

主

題
と

す

る

『
讃

岐

典
侍

日
記
』

で
は
、

作
者

の
思

い
は

ひ
た
す

ら
堀

河

天
皇

へ
と

向

か

っ
て

い
る
。
そ

こ

で

自
己

の
存
在

の
特

別
さ

を
言

お
う

と
す
れ

ば
、

自
ず

と
、

天
皇

及
び

自
分

の
周
囲

の
人

々
と

、
自

分
と

の
距
離

を
述

べ
る
こ
と

に
な

る

の

だ
ろ

う
。

し

た
が

っ
て

こ

こ
に
は

、

〈
他

の
誰

と
も

違

う
〉
自

己

で

は
な

く
、

〈特

定

の
他

者

と
違

う
〉

自

己
が

描

き
出

さ

れ

て

い
る
。

歌
集

と

し
て

の
題
号

を
付
さ

れ

て
は

い
る
が

、

日
記
文
学

と

し
て

の
実

質
を

備
え

る

と
さ

れ
る

(‡

)
『
成

尋
阿

閣
梨

母
集

』

の
場
合

は

ど
う

か
。

成

尋
阿

閣
梨

母
は

八
十
歳

を
超

え

る
高

齢

と
な

っ
て
、

愛

息

で
あ

る
高
僧

成
尋

の
傍

で
余
生

を
送

り
、

成
尋

に
最

期
を
看

取

つ

て
も
ら
え

る

で
あ

ろ
う
と

い
う
満

足

に
浸

っ
て
い
た
。

し

か
し
成

尋

は
、

高
僧

で
あ

る
が
故

の
求
道

心
か
ら

渡
宋

を
決
意

し
、

母

の
必

死

の
慰

留

に
も
拘

わ

ら
ず

決

行
し

て
し

ま
う
。

残
さ

れ
た

母

の
悲

嘆
を

描

い
て
、
『
成

尋
阿

閣
梨

母

集
』

の
主

題

は
明

確

で
あ

る
。

そ

の
た

め
、

人

々
の
お

の
が

思

ひ
思

ひ
も

の
言

ふ
も
、

耳

に
も
聞

き

入
れ
ら

れ
ず
、

ゆ

か
し
う

お
ぼ

つ
か
な

き

こ
と

の
み
覚

ゆ

る
に

の

㎝
節

は
あ

る
が
、

こ
れ

は
成

尋

の
み
を
恋

い
慕

う
あ
ま

り
周

囲

の

慰
め

が
心

に
届

か
な

い

こ
と

を
言

っ
た

も

の
で
、

周
囲

と
自

己
と

の

距
離

感

の
表

れ

で

は
な

い
と
考

え

ら
れ

る
。

む
し

ろ

こ
の
作

品

は
、

作
品
内

部

の
人
物

に
対

し

て
も
外
部

の
読
者

(主

に
成

尋
そ

の
人
を

念
頭

に
置

い

て
い
た

の

で
あ

ろ
う
)

に

対
し

て
も
、

し
ば

し
ば

共
感

・
同
情

を
求

め

る

吉
葉

を
含

み

+̂
八
)、

「
言

ふ

か

ひ
も
な

み
だ

の
川

に
沈

み
た

る
身
を

ば
誰

か

は
深

く

た
つ

ね
ん
」

の
よ
う
な

、
孤

立
感

の
表

れ
と

見
え

る
よ
う
な

歌

も
、
実

は

「
い
か
に

も
、

か
な
ら

ず
ま

で
来

て
、

お
は

し
お

は
せ
ず

見
ん

と
す
」

と

言

い
置

い
て

い

っ
た
成

尋

へ
の
恨
め

し
さ

の
表

出
、
悲

嘆

の
訴

え
と
読

む

こ
と
が

で
き

る
。

成

尋

と

の
愛

別
離

苦

を

ひ
た
す

ら

に
綴

る
高
齢

の
母

に
は
、

〈
す

べ

て

の
他

者
と

違
う
〉

と

い
う
自

己

認
識
な

ど
、

入

り
込
む

余
地

は
な

一11一



い
の

で
あ

ろ
う
。

五

中
世
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る

自
己
と
他
者
と
の
対
比

次

に
、

中
世

の
女
流

日
記
文
学

作

品
に

お
け

る
、
自

己
と
他

者
と

の
距

離
感

を
表

出
し
た

例
を

摘
記

し

て
ゆ

こ
う

(+
九
)。

①

さ
す

が
心

あ

る
か
ぎ

り
、

こ
の
あ

は
れ
を

い

ひ
思

は
ぬ

人

は

な

け

れ
ど
、

か

つ
見

る
人

々
も
、

わ
が

心

の
友

は

た
れ

か
は
あ

ら
む

と
お
ぼ

え

し
か
ば

、

人
に
も

物
も

い
は

れ
ず
、

つ
く

づ
く

と
思

ひ
続
け

て
、

(『
建

礼
門

院
右

京
大

夫
集
』
)

②

た

だ

、

「
か
ぎ

り

あ

る
命

に

て

は
か
な

く

」
な

ど

聞
き

し

こ

と
を
だ

に

こ
そ
、

か
な

し
き

こ
と

に

い
ひ
思

へ
、

こ
れ

は
、
な

に
を

か
た
め

し

に
せ

む
と
、

か

へ
す
が

へ
す

お
ぼ
え

て
、

/
な

べ

て
世

の
は
か
な

き

こ
と
を

か
な

し
と

は
か

か
る
夢

み
ぬ

人
や

い
ひ
け

む

(
同
)

③

ほ
ど

へ
て
、

人

の
も

と
よ

り

、

「
さ

て
も

こ
の
あ

は
れ

、

い

か
ば

か
り
か

」
と

い
ひ
た
れ
ば

、

な

べ
て

の
こ
と

の
や
う

に
お

ぼ

え

て
、
/

か
な

し
と

も
ま

た
あ

は
れ

と
も

世

の

つ
ね

に

い
ふ

べ
き

こ
と

に
あ
ら

ば

こ
そ
あ

ら
め

(同

)

④

は

か
な
く

あ
は

れ
な

り
け

る
契

り

の
ほ
ど

も
、
我

が
身

ひ
と

つ
の

こ
と
に

は
あ
ら

ず
。

お
な

じ

ゅ
か
り

の
夢

見
る

人
は
、

知

る
も
知

ら
ぬ
も

さ
す

が
多

く

こ
そ
な

れ
ど
、

さ

し
あ

た
り

て
た

め

し
な

く

の
み
お
ぼ

ゆ
。

昔
も

今
も
、

た
だ

の
ど
か
な

る

限
り

あ

る
別

れ

こ
そ
あ
れ

、
か

く
憂

き

こ
と

は

い

つ
か
は

あ
り

け
る

と

の

み
思

ふ

も
さ

る

こ
と

に

て
、

(
同
)

⑤

さ
だ

め
な

き
世
と

は

い

へ
ど

も

か
く
ば

か

り
憂
き

た
め

し

こ

そ

ま
た
な

か

り
け
れ

(同
)

⑥

〔建
春

門
院

の
崩

御
を

受
け

て
〕

な

べ
て

の
世
、

た
れ

か

は

思

ひ
嘆

か
ぬ

人
あ
ら

ん
。

さ
れ

ど
、

う
ち

向

か
ひ
た

る
人

く

も
、

わ
が

思
ば

か

り
、

た

れ
か

は
あ

ら

ん
。

置

き
所

な
き

心
地

ぞ

す
る
。

(『
た
ま
き

は

る
』
)

⑦

〔春
華
門
院
の
不
例
を
案
じ
て
〕
人
く

は
何
と
も
思
ひ
合

は
れ
ぬ

に
、

見
ま

い
ら
す

れ
ば

、
さ

し

も
思

ひ
騒

ぐ
ま

じ
き
御

気
色

と

も
見
え

ず
。

…

…
静
心

な
く

、
心

一
つ
を
砕

き

つ
Σ
、

…

…
数
な

ら
ぬ

身

一
つ
の
み
苦

し
く

て
、

近
き

も
遠

き
も

、
驚

か

せ
給
事

も
な

し
。

…

…
御
祈

り
も

何
事

も
、

心

の
ま

峯
な
ら

ん

所
に

て
、
思

ふ
さ

ま
に

申
さ
ば

や

と
、

心

一
つ
を

砕
け

ど
、

大
方

聞

き
入

る

』
人
も
な

し
。

こ
の
例
な

ら
ぬ

御
事

の
初

め
、

人

は
何

と
も
思

分
か
ざ

り

し
程

よ

り
、

人
候

は
ぬ
間

に
近

く
参

り

た
れ
ば

、

(
同
)

⑧

〔世

の
変
転

を
思

っ
て
〕
人

の
心

も
引

き
換

へ
、

神
世

の
初

め
な

ど

を
聞
く

心
地

し

て
、
あ

ら
ぬ

さ
ま

に
珍

し
く

の
み
聞

こ
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ゆ
る

に

つ
け

て
、
昔

の
御

事

は
、
い
と

ゴ
跡
も

な
き

心
地

し

て
、

人
知
れ

ず
あ

は
れ
な

る
事

も
、

お
な

じ
心
な

る

人
、

た
れ

か
は

交

じ
ら

む
。

(同
)

⑨

夜
も

い
た

く
更
ぬ

と

て
、
人

は
皆
寝

ぬ
れ

ど
、

露
ま

ど

ろ
ま

れ

ぬ

に
、

や

を
ら
起

き
出

で

て
見
る

に
、

(『
う
た

た
ね
』
)

⑩

人
は
皆

何
心

な
く

寝
入

ぬ
る

程
に
、

や
を

ら
す

べ

り
出
つ

れ

ば
、

(同

)

⑪
十

五
夜

の
月
も
雪

う
ち

散
り

て
、

風
も
冷

や
か

な

る
枯

野
の

庭

の
気
色

、
物

あ

は
れ
な

れ
ど
、

同

じ
心

に
見

る
人
も
な

し
。

(『
中
務
内

侍

日
記
』

上
)

⑫

廿

日
の
月
な

れ
ば

、
更

く
る

ま

㌧
に
澄

み
ま
さ

り

て
面
白

き

に
、

皆

人
寝
ぬ

れ
ば

、

―
人
起

き
居

て
見

る
に
、

影
も
流

る

㌧

と

見
ゆ

る
月

は
、
な

を

こ
そ
後

れ
ざ

り
け

り
。
よ

う
つ

を
思
続

く

る
に
、

果

は
物
恐

し
き

心
地

し
て
心

細

し
。

(
同
〉

⑬

「節
分

に

て
も
な

し
。
何

の
御

方
違

へ
そ

」
と

言

へ
ば

、
「あ

ら
、

言

ふ
か

ひ
な
や

」
と

て
、

み
な

人
笑

ふ
。

さ

れ
ど

も

い
か

で
か
知

ら
む

に
、

…

…

「
こ

Σ
さ

へ
晴

れ

に
あ
ふ

べ
き

か
。

か

く

し

つ
ら

は
れ

た
る

は
」
な

ど

言

へ
ば

、

み
な
人

笑

ひ
て
、
と

か
く

の
事

言
ふ

人
な

し
。

(『
と

は
ず
が

た
り
』

こ

⑭

〔六
条

殿

の
供

花

に
〕

面

く

に
心

こ
と

に
出
立

ち
、

ひ
し

め
き
合

は
る
れ
ど

も
、

よ

う
つ
物

思

は
し
き

心
地

の
み
し

て
、

常
は

引
き

入
が
ち

に

て

の
み
侍

し
ほ
ど

に
、

(同

二
)

⑮

〔北

山
准

后

の
九
十
賀

に
召
し

出
さ

れ
て
〕

何
と

な
く

、
世

の
中

の
華
や

か

に
を
も

し
ろ
き

を

見
る

に

つ
け

て
も

、
か

き
く

ら
す
心

の
中

は
、
差

し

出

で

つ
ら

む
も
悔

し
き

心
地

し

て
、
(同

三
)

⑯

御
仏

事
始

ま
り

つ
ン
、

多
く

聴
聞

せ

し
中

に
、
我

ば
か

り
な

る
心

の
内

は

あ
ら

じ

と

お
ぼ

ゆ

る
に

も
、

悲

し
。

(
同

五
)

『
十

六

夜

日
記

』

『
弁

内

侍

日
記
』

『
竹

む

き
が

記

』

に

は
特

に

挙
げ

る

べ
き

例

は
見
出

せ
な

か

っ
た
。

⑥

以
下

の
例

は
、

い
ず

れ

も
女
房

達
や

同
席
者

な

ど
、

周
囲

の
人

物
と
自

己
と

の
隔

た
り

を
言

つ
た

も

の
で
あ

り
、
自

分

以
外

の
す

べ

て

の
他

者
と

自
分

と

の
違

い
を
述

べ

て
い
る

の

で
は
な

い
。

①

～
⑤

の

『
建

礼
門
院

右
京

大
夫

集
』

の
筆

者

は
、
周

知

の
通
り

源

平

の
争
乱

で
恋

人
平
資

盛

を
喪

っ
て
い
る
。

④

に
見
ら

れ

る
よ
う

に
、

同
時
代

の
多

く

の
人

々
が
自
分

と

同
じ

思

い
を

し

て

い
る

の
だ

と

の
自

省
も

あ

る
が
、
し
か

し
幾
分

理
性
的

に

そ
う
述

べ
て

み
て
も

、

や

は

り
我
が

身

の

こ
と

と

し
て
考
え

る

と
き
、

古
今

に
類

の
な

い
悲

劇

に

遭

っ
た

と

い
う
自

ら

の
思

い
を
、

「さ

る

こ
と

に

て
」
と

肯
定

せ
ず

に

い
ら

れ
な

い
。
戦

の
た

め

に
恋

人
が
去

り
、

遠
く

離
れ

て
安

否
を

案

ず

る
う

ち

に
や

が

て

そ

の

死

の
報

を

受
け

取

っ
た
悲

し

み

は
、
老

病

に
よ

る
死
別
な

ど
と

い

っ
た

通
常
考

え
ら

れ

る
別
離

に
よ

る
悲

し
み
と

は
ま

っ
た

く
違
う

の
だ

と
、

右
京

大
夫

は
記

す
。

し
た
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が

っ
て
①

③

の
よ

う
に
、

知

人

の
慰

め
も
受

け
容

れ
ら

れ
な

い
。
後

に
大
原

に
建

礼
門
院

を
訪

ね

て
か

つ
て

の
同
僚
女

房
達

と
涙

に
む

せ

ん
だ

り
、

「
こ
と

に
我

が

お
な

じ
筋

な

る

こ
と
を

思

ふ
人

」
と

会

っ

て
語

り
合

っ
た
り

も
し

て

い
る
が
、
自
分

の
悲

し
み
、
つ
ら
さ

を

「
こ

れ
は
、

な

に
を

か

た
め

し

に
せ

む

」

「
世

の

つ
ね

に

い
ふ

べ
き

こ
と

に
あ

ら
ば

こ
そ

あ

ら

め
」

「
た

め

し
な

く

の
み

お
ぼ

ゆ

」

「
か

く
憂

き

こ
と

は

い

つ
か

は
あ

り
け

る

と

の
み

思

ふ
」

「
か

く
ば

か

り
憂

き

た

め
し

こ
そ

ま
た
な

か
り

け
れ

」
と
繰

り

返
す
右

京
大

夫

に
は
、
自

分

の
悲

し
み

は
ま

っ
た
く

独
自

の
も

の
で
あ

り
、

そ
れ

を
表

出
せ
ず

に
は

い
ら

れ
な

い
と

い
う

思

い
が
強

く
あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。

右
京

大
夫

が

記
し
た

、
自
分

の
悲

し

み
が

比
類

の
な

い
独
自
な

も

の

で
あ

る
と

の
思

い
は
、

体
験

し

た
悲
劇

の
独

自
さ

に
裏

づ
け

ら
れ

て

い
る

と

言
え

る

三
+
H。

六

お
わ

り
に

『
日
記
』

の
成

立
時

期

に

つ
い

て
は
諸
説

あ

る
が
、
敦

道
親

王

の

没
後

数
年

以
内

と
考

え

る
説

が
有

力

で
あ

る

三
+
;
、

『
日
記
』

冒
頭

の
女

は
、

故
宮
す

な
わ

ち
為

尊
親

王
を

追
慕

し

て

い
る

と

い
う

姿
勢

だ
が

、
執
筆

が
敦

道
親

王

没
後

で
あ
れ

ば
、

そ

こ
に
作
者

の
敦

道
親

王
追

慕

の
情

が
浸

透

し

て
い
る
と
考

え

る

の
が
自
然

で
あ
る
。

宮

亡
き

後

に
宮

と

の
思

い
出
を

綴

る
に
あ

た
り
、

作
者

の
手
元

に

は
素
材

と
な

る
消

息
や

歌
稿

と

い

っ
た

も

の
が
揃
え

ら

れ

て
い
た

で

あ
ろ

う
が
、

そ

の
中

に
は

手
習
文

と
そ

れ
に

対
す

る
返
歌

も
含

ま
れ

て

い
た

と
思

わ

れ

る

三
+
三
。

手

習

文
と

い
う

長
文

の
消

息

に

対

し

て
、
帥

宮

は
敢
え

て
文

量
よ

り
も

反
応

の
早
さ

を
採

り
、

殆
ど

添
え

書

き
な

し

の
五
首

重
ね

の
返
歌

を

し
た
。

贈

・
答

い
ず
れ

も
特

殊
な

形

で

の
や

り
取

り
は
、

と
り

わ
け
印

象

深

い
も

の
と

し

て
作
者

に
記

憶

さ

れ

て
い
た
と

思
わ

れ

る
。
『
日
記

』
の
筆

を
起

こ
そ
う
と

し

て
、

作

者

は
、

か

つ
て

の
手

習
文

で
は

「人

は
か

く
し
も

や
思

は
ざ

る
ら

ん
」

と

い
う

思

い
を
宮

に
訴
え

る
こ
と

が

で
き
た
が

、

そ

の
宮

亡
き

今

、

も
は
や

〈他

の
誰

と
も
違

う
自

分
〉

を
意

識

し

て
も
、

そ
れ

を

訴
え

る

こ
と

の
で
き

る
相

手

は

い
な

い
の
だ
と

の
認
識

を
新

た

に
し

た

の

で
は
な

い

か
。
『
日
記
』

の
冒

頭

で
故

宮

を
追

慕

す

る
女

は
、

敦

道
親

王
を

追
慕

し

て

『
日
記
』
を

書

き
始

め
た
作

者

の
姿

に
重
な

る
。

冒
頭

の

「
人
は

こ
と

に

目
も

と

ゴ
め

ぬ
を

」

は
、

「
君

は
君
わ

れ
は

我
と

も

へ
だ

て
ね

ば

心

々
に

あ

ら
む

も

の
か

は

」

(
八
七

頁
)

と
ま

で
理
解

し
合

っ
た
相

手
を

喪

い
、

〈他

の
誰

と
も

違

う
〉

自
分

が
、
今

は
た

っ
た

―
人

で
在

る

こ
と

を
改

め

て
意
識

し
た

作
者

の
思

い

の
表

れ
と

思
わ

れ
る

の

で
あ

る
。

「自

己
に
執

す

る
女

」

が
書

き

記

し
た

三
+
三
)
女

流

日

記
文

学

に

は
、
様

々
に

〈他

の
人
達

と

は
違
う

自
分

〉

が
描

か
れ

て

い
る
が
、

そ

こ
で
自

己
と
対

比
さ

れ

る
他

者
と

は
多

く

周
囲

の
人
物

、
特

定

の

誰

か

で
あ

っ
た
。

『
日
記
』

に
先

行

す

る

『
蜻

蛉

日
記
』

に
お

い
て
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も
、

『
日
記
』

以
降

の
諸

作
品

に

お

い
て
も

然

り

で
あ

る
。

た
だ

、

『
建

礼
門

院
右

京
大
夫

集
』

で
は
、

自
分

の
物
思

い
、

悲
嘆

が
他

か

ら
隔
絶

し
た
痛

切
な
も

の
で
あ

る
と

の
思

い
が
繰

り
返

し
表

現
さ

れ

て

い
た
。

恋
人

の
都
落

ち

・
戦

死
と

い
う
悲

痛
な

体
験

が
、

そ

の
よ

う
な

認
識

を

も
た

ら

し
た

の

で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
比

べ

る
と
、

『
日

記
』
作

者

の

〈他

の
誰
と

も
違

う
〉
自

己

認
識
が

何
に

由
来
す

る

か

は
明
確

で
は
な

く
、

敢
え

て
言

う
な

ら
作
者

の
個

性
と
す

る

し
か
な

い
が
、

こ

の
よ
う
な
根

本
的

孤
絶

感
と

も
言

う

べ
き
自

己
認
識

が
、

他

の
女

流

日
記

文

学
作

品

に
殆

ど

見

ら
れ

な

い
こ

と

は
注

目
さ

れ

る
。
敦

道
親

王

の
早
世

を
経

た
作

者

は
、

〈他

の
誰

と

も
違

う
〉

心

の
有

り
様

を
抱

え
た
主

人

公
r

作
者

が
、

彼

我

㎝
如

と

で
も
言

え

る

ほ

ど
に
共

感
し
合

え

る
相
手

に
出
会

い
、

そ

し

て
喪

っ
た

こ
と

を
、

そ

の

『
日
記
』

冒
頭
と

手
習

文

に
よ

っ
て
伝

え

て
い
る
と

思
わ

れ
る

の
で
あ

る
。

〈注

〉

(
 
)

以

下
、

『
目

記
』

本

文

の
引

用

は
岩

波

文
庫

(清

水

文

雄
校

注

、

一

九
八

―
年
改
版
。
底
本
三
条
西
家
本
)
に
よ
る
。
必
要
に
応
じ
て
他

系
統
本
文
を
参
照
す
る
。

(二
)
日
本
古
典
文
学
大
系

(遠
藤
嘉
基
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
)

の
当
該
箇
所
頭
注
及
び
補
注
。

(一一一)

応

永
本

、

「人

は

こ
と

に
目

と
め

ぬ
を

」
、
寛

元
本

「
こ
と

に
人

は
め

と
め
ぬ

を

」

で
同
意
。

(四
)
川
村

裕

子
氏

は

「
つ
れ

づ
れ

」
「は

か
な

し
」

の
二
語

に

つ
い
て
、
『
日

記

』

で
は

重

い
意

味

を

持

っ
て
用

意

周

到

に
用

い
ら

れ

て

い
る

、
と

さ

れ

る
。
(
「和
泉

式
部

日
記

の
背
景

「
つ
れ
づ

れ
」

「は
か
な

し

」

を

め

ぐ

っ
て

」
『
活

水

日
文

』

第

二
二

号
、

一
九

九

{
年

三

月
)

(五
)

応

永
本

は

「野

分
だ

ち

て
…

…
も

の
心

細
く

て
」

を

「ほ

そ
う

」
と

す

る
が

、
誤

脱

で
あ

ろ
う
。

(六
)
〔女
が
手
習
文
を
宮

に
送
り
、
宮
が
そ
れ
を
見
た
〕
旨
の
記
述
が
、

手
習
文
の
で
前
後

で
重
複
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
長
文

の
手
習
文
を

挟
ん
だ

こ
と
に
よ
る
作
者
の
不
備
で
あ
ろ
う
。
(
円
地
文
子

・
鈴
木

一

雄

『
全
講
和
泉
式
部
日
記

改
訂
版
』
至
文
堂
、

一
九
九
四
年
、
考

説

(二
二
)
参
照
)

(七
)
例
え
ば
中
野
幸

一

「女
流
日
記
文
学
に
お
け
る

『紫
式
部

日
記
』

の

位
置
」

(女
流
日
記
文
学
講
座
第
三
巻
、
勉
誠
社
、

一
九
九

一
年
)
な

ど
。

(八

)

服
飾

や
容

貌

の
描

写
が

少
な

い
こ
と

も
、

こ
の

こ
と
と

関
連

し

て

い

よ
う
。

(九
)
渡
辺
実

『
平
安
朝
文
章
史
』

(ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
)

一
九
九
～
二
〇
〇
頁
。

(十
)

渡

辺
実

『
平

安
朝

文
章

史
』

(前
掲

)

一
九

九
頁

。

(十

―
)

以
下

に
引

用
す

る
諸

作

品
は

、
次

の
テ
キ

ス
ト

に
よ

っ
た
。

『
蜻
蛉
日
記
』

…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(木
村
正
中

・
伊
牟
田
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経
久
校
注

・
訳
、
小
学
館
、

一
九
九
五
年
V

『
紫
式
部
日
記
』

…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(中
野
幸

～
校
注

・

訳
、
小
学
館
、

一
九
九
四
年
)

『
更
級

日
記
』

…
新
編

日
本
古
典

文
学
全
集

(犬
養
廉
校
注

・
訳
、

小
学
館
、

一
九
九
四
年
)

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
…
薪
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(
石
井
文
夫
校
注

・
訳
、
小
学
館
、

}
九
九
四
年
)

『
成
尋
阿
闊
梨
母
集
』
…
宮
崎
荘
平

『
成
尋
阿
閣
梨
母
集

全
訳
注
』

(講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
七
九
年
)

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
…
新
潮

日
本
古
典
集
成

(糸
賀
き

み
江

校
注
、
新
潮
社
、

一
九
七
九
年
)

『
た
ま
き
は
る
』

…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

(
三
角
洋

一
校
注
、
岩

波
書
店
、

一
九
九
四
年
)

『
う
た
た
ね
』

…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

(福

田
秀

一
校
注
、
岩
波

書
店
、

一
九
九
四
年
)

『
中
務
内
侍
日
記
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
佐
美
代
子
校
注
、

岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
)

『
と
は
ず
が
た
り
』

…
新

日
本
古
典
文
学
大
系

(三
角
洋

一
校
注
、

岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
)

(
十
二
)
夫
を
喪

っ
た
気
持
ち
を

「世

の
中
に
ま
た
た
ぐ
ひ
あ
る
こ
と
と
も

お
ぼ
え
ず
」
と
述
べ
る
が
、

こ
れ
は
悲
し
み
の
深
さ
を
こ
の
よ
う
に

表
現
し
た
も

の
で
、
他
の
誰
が
死
別
に
際

し
て
味
わ
う
悲

し
み
よ
り

も

、
自

分

の
悲

哀

が

深

く
独

自

の
も

の
で
あ

る
と

、

言

っ
て

い

る
わ

け

で
は
な

い
だ
ろ

う
。

(十
三
)
関
白
忠
実
が
病
床
近
く
参
上
し
た
際
、
堀
河
天
皇
が
傍
ら
に
控
え

て

い
る
作
者
を
関
白
の
視
線

か
ら
隠
す
た
め
に
、
膝
を
高
く
し
た
と

い
う

エ
ピ
ソ
r
ド
。
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
中
に
繰
り
返
し
て
語
ら
れ
る
。

(十

四
)

〔堀

川

の
泉

を

見
物

し

た
後

〕

わ

れ

は
、

今
宵

と
ま

り

て
心

や
す

き

と

こ
ろ

に

て
う
ち

や

す

ま

ん

と
思

ひ

て
、

と
ど

ま

り

し

を
、

常

陸

殿
と

い
ふ
女
房

、
「あ
な

、
ゆ

ゆ

し
。
た
だ

参

ら

せ
た

ま

へ
。

『
扇
引

き

な

ど

人

々
に

せ

さ

せ

ん
』

な

ど
あ

り

し
。

御

扇

ど
も

ま

う
け

て
、

待
ち

ま

ゐ

ら

さ

せ
た

ま

ふ

に
」

と

あ

れ

ば

、

こ

の

人

た
ち

に
具

し

て
参

り
ぬ

、

〔堀
河

天

皇
は

〕
待

ち

つ
け

て
、
泉

の
有

様

う
ち

う
ち

に

問

ひ
な

ど

し

て
、

「扇

引

き
、
今

宵

は

、
さ

は
」

と
お

ほ

せ
ら

れ

し
か

ば
、

「明

け

ん
が

心
も

と
な

さ

に
今

宵

と
思

ふ
に

、

人
た

ち

の
け

し
き

の
暗

く

て

見
え

ざ

ら

ん

こ

そ
、

く
ち

を

し

く
さ

ぶ

ら

へ
」
と

申

し
し

か
ば

、

つ
と

め

て
、

明

く

る
や

お
そ

き
と

は

じ
め

さ

せ
た
ま

ひ
て
、
人
た

ち
召

し
す

ゑ

て
、

大

弐

の
三
位

殿
を

は

じ
め

て

ゐ
あ

は

れ
た

り

し
に

、

「ま

つ

、
引

け

」

と

お

ほ

せ
ら

れ

し

か
ば

引

き

し

に
、

う

つ
く

し
と

見

し

を

え

引

き
あ

て

で
、
な

か
に

わ

う
か

り

し
を
引

き

あ

て
た

り
し
を

、

う

へ
に
投
げ

お
き

し

か
ば

、

「か

か

る
や

う
や

あ

る
」

と

て
、

笑

は
せ

た
ま

ひ

た
り

し

こ
と

を
、

但

馬
殿

と

い

ふ
人

の
、

「家

の
子

の
心

な

る

や
。

こ
と

人

は
え

せ

じ

」

な

ど
興

じ

あ

は

れ

し

に
、
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そ

の
を

り

は
何

と

も

お
ぼ

え

ざ

り

し

こ
と

さ

へ
、

い
か

で
さ

は

し
ま

ゐ

ら

せ

け

る
に

か
と

な

め

げ

に
、

今

日

は
、

あ

り

が
た

く

お
ぼ

ゆ

る
。

こ
こ
か
ら
は
作
者

の
参
加
が
特

に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め

る
し
、
「泉

の
有
様
う
ち
う
ち
に
問
」
う
天
皇
の
態
度
は
親
し
げ

で
あ

る
。

そ
う

し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
作
者
達

の
帰
り
を
待

っ
て
始
め
よ
う
と

し
た
遊
戯
を
作
者

の
言
葉
に
よ

っ
て
翌
朝
ま
で
延
期
し
、
上
席
ら
し

い

「大
弐

の
三
位
殿
」
を
差
し
置
い
て
作
者
が

―
番
に
指
名
さ

れ
た

こ
と
、
気
に
入
ら
な
い
扇
を
引
き
当
て
た
作
者
が
そ
れ
を
投
げ
置
き
、

但
馬
殿
が
、
天
皇

か
ら
親
し
く
扱
わ
れ
て

い
る
作
者
な
れ
ば

こ
そ
の

態
度

で
、
他

の
者
に
は
真
似
で
き
な

い
と
感
嘆

し
た

こ
と
な

ど
、
ど

れ
も
作
者
が
堀
河
天
皇
か
ら
特
別

に
目
を
か
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
を

示
す
記
述

で
あ
る
。

(十
五
)
森

田
兼
吉

「『
讃
岐
典
侍
日
記
』

の
主
題
」
女
流

日
記
文
学
講
座

第

四
巻

(勉
誠
社
、

}
九
九
〇
年
)

(十
六
)
瀬
戸
由
美
子

「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
が
書
き
た
か

っ
た
も
の
」
『
国

文
学

言
語
と
文
芸
』
第
七
六
号
、

一
九
七
三
年
五
月

(十
七
)
宮
崎
荘
平

『
成
尋
阿
閣
梨
母
集

全
訳
注
』

(前
掲
)
解
説
等
。

(十
八
)

「『
世
に
侍
ら
ず
な
り
侍
り
な
ん
に
、
な
散
ら
し
そ
』
/
と
言
ひ
置

け

ど
、

そ

れ

も
、

思

ひ
知

る

人

か
な

ら

ず

し

も
侍

ら

じ
。

も

し
あ

は

れ
知

り

給

は

ん

人

は
、

あ

は

れ
と

も

お
ぼ

せ

か

し
」

「『
た

だ

と

く
死

な

ん

よ

り

ほ
か

の
喜

び
、

今

は

こ

の
世

に
あ

る
ま

じ
』

と

の

み
ぞ
。

す

こ
し
も

あ

は
れ

な

り
と

思

は
ん

人

は
、

た
だ

、

『
と

く
死

ね
』

と

思

ふ

べ
き
な

り
。

…

…

残

り

て
世

に

あ

ら

ん

人
、

こ
れ

を

見

て
、

他

縁

に

し

た

が

ひ

て
、

功

徳

に
な

る

べ
か

ら

ん

こ
と

を

と

ぶ

ら
ふ

べ
き

な

り

」
な

ど

で
あ

る
。

(十
九
)
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

は
歌
集
で
は
あ
る
が
、
多
分
に
日
記

文
学
的
性
質
を
持

つ
こ
と
を
考
慮
し
て
、
対
象
に
含
め
た
。

(二
十
)
南
北
朝
の
動
乱
期
を
生
き
た

『
竹
む
き
が
記
』

の
作
者
も
ま
た
、

夫
を
非
業

の
死

に
よ

っ
て
喪

っ
て
い
る
の
だ
が
、
敢
え
て
直
載

に
は

そ
れ
を
記
す

こ
と
が
な

か
っ
た
。

(二
十

一
)
敦
道
親

王
没
後
す
ぐ
の
服
喪
期
間
中
と
す
る
説
と
、
没
後

一
～

二
年
を
経
て
、
彰
子
の
許
に
出
仕
す
る
前
後
と
す
る
説
で
あ
る
。

(
二
十

二
)
前
掲

『
全
講
和
泉
式
部
日
記

改
訂
版
』
考
説

(二
二
)
参
照
。

(二
十
三
)
鈴
木

一
雄
氏
は
、
女
流
日
記
を

「自

己
に
執
す

る
女
が
、

「た

っ
た

ひ
と

り

の
世

の
中
」

の
構

築

を

か
け

た

作

品
」

で

あ
り

、

「
お

の

れ

の
真
実

を
吐

露

す

る

た

め

に
、

そ

し

て

そ

れ

に
よ

っ
て
、

お

の
れ

の

「た

っ
た

ひ
と

り

の
世

の
中

」

の
悲

し

み

や
悶

え

を

訴

え
、

さ

ら

に
は

自

分
自

身

の
生

命

を

よ

み
が

え

ら

せ

る

た
め

」

の
も

の
で

あ

る

と

説

か

れ

る

(『
王

朝

女

流

日
記

論

考

』

至
文

堂

、

一
九

九

三
年

)
。

(す
が
わ
ら

り
ょ
う
こ

・
京
都
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
)
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