
『
和
泉
式
部
日
記
b

に
お
け
る

「
巌
の
中
に
住
ま
ば
か
は
」

吋
日
記
』
と
「
集
」
に
共
通
す
る
古
歌

吋
和
泉
式
部
自
記
」
の
後
半
部
に
お
い
て
、
式
部
は
宮
邸
入
り
を
巡
り

さ
ま
ざ
ま
に
思
い
悩
む
。
次
に
挙
げ
た
の
は
、
宮
の
四
十
五
日
の
恵
み
違

え
の
た
め
に
、
式
部
が
宮
の
従
兄
弟
の
家
に
連
れ
出
さ
れ
た
翌
日
の
場
面

で
あ
る
(
以
下
、
で
和
泉
式
部
日
記
」
を
吋
日
記
い
と
略
し
、
本
文
は
清

水
文
雄
校
注
「
和
泉
式
部
日
記
」
岩
波
文
庫
本
を
用
い
、
一
部
表
記
を
改

め
平
成
四
年
版
の
一
員
数
を
示
し
た
)
。

か
ば
か
り
ね
ん
ご
ろ
に
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
を
見
ず
知
ら
ず
、

心
こ
は
き
さ
ま
に
も
て
な
す
べ
き
。
こ
と
ご
と
は
さ
し
も
あ
ら
ず
な

ど
思
へ
ば
、
参
り
な
ん
と
忠
ひ
立
つ
。
ま
め
や
か
な
る
こ
と
ど
も
言

ふ
人
々
も
あ
れ
ど
、
耳
に
も
立
た
ず
。
心
憂
き
身
な
れ
ば
、
宿
世
に

ま
か
せ
て
あ
ら
ん
、
と
忠
ふ
に
も
、
こ
の
宮
仕
へ
本
意
に
も
あ
ら

ず
、
銅
剣
刷
出
制
回
出
剖
同
叫
川
村
、
ま
た
憂
き
こ
と
も
あ
ら
ば
い

か
が
せ
ん
、
い
と
心
な
ら
ぬ
さ
ま
に
こ
そ
忠
ひ
一
一
一
一
口
は
め
、
な
ほ
か
く

の
十
日
歌
を
め
ぐ
っ
て

?品

巻

恵

て
や
過
ぎ
な
ま
し
、
近
く
て
親
は
ら
か
ら
の
御
あ
り
さ
ま
も
見
開
こ

え
、
ま
た
昔
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
人
の
上
も
見
さ
だ
め
ん
、
と
思
ひ

立
ち
に
た
れ
ば
、
あ
い
な
し
。
参
ら
ん
ほ
ど
ま
で
だ
に
、
使
な
き
事

い
か
で
間
こ
し
め
さ
れ
じ
、
近
く
て
は
さ
り
と
も
御
覧
じ
て
ん
、
と

思
ひ
て
、
す
き
ご
と
せ
し
人
々
の
文
を
も
、
「
な
し
」
な
ど
一
一
一
一
口
は
せ

て
、
さ
ら
に
返
事
も
せ
ず
。
(
七
九
・
八

O
頁
)
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孤
独
を
か
こ
つ
式
部
に
と
っ
て
、
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
宮
の

誘
い
は
「
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
」
と
あ
り
が
た
く
思
わ
れ
た
。
そ
こ

で
「
参
り
な
ん
」
と
宮
邸
入
り
を
決
意
す
る
。
し
か
し
我
が
身
を
「
心
憂

き
身
」
で
あ
る
と
省
み
る
と
「
こ
の
宮
仕
へ
本
意
に
も
あ
ら
ず
」
と
た
め

ら
う
気
持
ち
も
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
巌
の
中
こ
そ
住

ま
ま
ほ
し
け
れ
」
と
、
い
っ
そ
山
中
に
隠
れ
住
も
う
か
と
も
思
う
。
し
か

し
、
ま
た
そ
こ
で
辛
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
や

は
り
こ
の
ま
ま
続
き
ょ
う
だ
い
や
子
供
の
近
く
に
い
て
様
子
を
見
届
け
よ

う
か
と
法
巡
し
、
せ
め
て
宮
邸
入
り
ま
で
に
不
都
合
な
噂
を
耳
に
入
れ
ま

い
と
身
辺
を
整
理
し
始
め
る
。



本
文
中
の
傍
糠
部
「
巌
の
中
こ
そ
住
ま
ま
ほ
し
け
れ
」
と
い
う
表
現
は
、

「
古
今
集
」
に
入
集
す
る
古
歌
、

い
か
な
ら
む
巌
の
中
に
す
ま
ば
か
は
世
の
う
き
事
の
き
こ
え
こ
ざ
ら

む
(
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
)
(
以
下
、
歌
の

本
文
、
歌
番
号
は

「新
編
国
歌
大
観
い
に
拠
り
、
一
部
表
記
を
直
し

た
)

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
古
歌
は
吋
源
氏
物
語
」
に
も
六
度
引
用

さ
れ
、
人
口
に
檎
笑
し
た
軟
で
あ
っ
た
。

「和
泉
式
部
続
集
』
二
二
四
番

歌
に
も
、

か
た
ら
ふ
人
の
、
世
に
て
世
な
ら
ぬ
所
を
な
ん
克
て
わ
び
た

る
、
と
い
ひ
た
る
に

も
と
む
れ
ど
巌
の
中
の
か
た
け
れ
ば
我
も
こ
の
世
に

な
ほ
こ
そ
は
ふ
れ

と
、
こ
の
古
駄
を
踏
ま
え
た
歌
が
見
出
せ
る
。

実
は

「
和
泉
式
部
集
』
(
以
下
、
「
集
」
と
略
す
)
四
三
三
番
か
ら

四
四
三
番
に
は
、
こ
の
古
歌
の
「
い
は
ほ
の
な
か
に
す
ま
ば
か
は
」
を
歌

の
最
初
の
一
文
字
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
連
作
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

心
に
も
あ
ら
ず
あ
や
し
き
こ
と
出
で
き
て
、
例
住
む
所
も
去
り

て
嘆
く
を
、
親
も
い
み
じ
う
嘆
く
と
聞
き
て
い
ひ
や
る
、
上
の

ふ
る
こ
と

文
字
は
世
の
古
言
な
り

い
に
し
へ
や
物
思
ふ
人
を
も
ど
き
け
ん
報
ひ
ば
か
り
の

心
地
こ
そ
す
れ

は
か
も
な
き
館
の
ほ
ど
に
も
消
ち
て
ま
し
玉
と
な
し
け
ん

か
ひ
も
な
き
身
を

ほ
か
に
も
や
ま
た
憂
き
こ
と
は
あ
り
け
る
と
窃
か
へ
て
こ
そ

知
ら
ま
ほ
し
け
れ

の
こ
り
て
も
何
に
か
は
せ
ん
朽
ち
に
け
る
袖
は
身
な
が
ら

捨
て
や
し
て
ま
し

な
み
だ
に
も
波
に
も
濡
る
る
扶
か
な
お
の
が
ふ
ね
ふ
ね

な
り
ぬ
と
恩
へ
ば

か
な
し
き
は
こ
の
世

一
つ
が
憂
き
よ
り
も
君
さ
へ
物
を

忠
ふ
な
り
け
り

に
ご
り
江
の
底
に
住
む
と
も
聞
こ
え
れす
は
さ
す
が
に
我
を

君
恋
ひ
じ
ゃ
は

す
ぎ
に
け
る
か
た
ぞ
悲
し
き
君
を
見
で
明
か
し
暮
ら
し
を

丹
日
と
思
へ
ば

ま
ど
ろ
ま
ば
憂
き
世
夢
と
も
見
る
べ
き
に
い
づ
ら
は
さ
ら
に

寝
ら
れ
ざ
り
け
り

は
な
さ
か
ぬ
谷
の
底
に
も
住
ま
な
く
に
深
く
も
物
を
思
は
る
る
か
な

か
く
れ
つ
つ
か
く
て
や
や
ま
ん
た
ら
ち
ね
の
惜
し
み
も
し
け
ん

あ
た
ら
命
を

は
る
雨
の
降
る
に
つ
け
て
ぞ
股
間
の
憂
き
も
あ
は
れ
と

忠
ひ
知
ら
る
る
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詞
書
に
は
「
心
に
も
あ
ら
ず
あ
や
し
き
こ
と
出
で
き
て
、
例
住
む
所
も



去
り
て
嘆
く
を
、
親
も
い
み
じ
う
嘆
く
と
開
き
て
」
と
、
思
い
が
け
な
く

今
ま
で
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
退
去
し
、
親
が
嘆
い
て
い
る
と
聞
い
て
、

贈
っ
た
と
い
う
事
情
が
示
さ
れ
て
い
る
。
詩
書
の
「
あ
や
し
き
事
」
と
い

う
の
は
、
式
部
が
親
か
ら
勘
当
さ
れ
た
と
い
う
特
別
な
事
情
を
い
う
。

「集
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
も
見
出
せ
る
。

正
月
七
日
、
親
の
か
う
じ
な
り
し
ほ
ど
に
、
若
菜
や
る
と
て

こ
ま
ご
ま
に
あ
ふ
と
は
き
け
ど
な
き
な
を
ば
い
づ
ら
は
今
毘
も

人

の

つ

み

け

る

(

二

五

一

番

)

返
し
、
親

な
き
な
ぞ
と
い
ふ
人
も
な
し
君
が
身
に
お
い
の
み
つ
む
と

き

く

ぞ

苦

し

き

(

二

五

二

番

)

こ
の
認
警
に
あ
る
「
か
う
じ
」
が
「
勘
事
」
、
す
な
わ
ち
勘
当
の
意
で

あ
り
、
こ
の
贈
答
は
勘
当
さ
れ
た
和
泉
式
部
が
親
に
若
菜
を
贈
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
親
き
ょ
う
だ
い
と
同
じ
所
に
住
ま
っ

て
い
た
の
が
、
突
然
別
居
し
、
そ
の
時
期
に
法
事
が
あ
っ
た
際
の
歌
も
詠

ま
れ
て
い
る
。親

は
ら
か
ら
な
ど
、
同
じ
所
に
は
か
に
ほ
か
ほ
か
に
な
り
て

後
、
尊
き
こ
と
す
る
に
い
ひ
や
る

そ
の
中
に
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
れ
る
身
を
知
ら
ば
や
何
の

罪

の

報

ひ

と

(

七

一

七

番

)

式
部
は
、
自
身
に
つ
い
て
「
そ
の
中
に
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
れ
る

身
」
と
、
思
い
が
け
ず
そ
の
法
事
に
列
席
で
き
な
い
境
遇
で
あ
る
の
を
省

み
て
、
「
何
の
罪
の
報
ひ
と
」
と
自
ら
の
罪
に
つ
い
て
悔
い
て
い
る
。
「
に

は
か
に
ほ
か
ほ
か
に
な
り
て
」
と
い
う
急
な
別
居
の
事
情
が
、
式
部
の
罪

な
行
い
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

親
に
つ
つ
む
事
あ
り
て
、
隠
れ
て
ゐ
た
る
か
た
の
前
に
、
萩
の

い
と
お
も
し
ろ
き
に
露
の
お
き
た
れ
ば

さ
は
み
れ
ど
う
ち
も
は
ら
は
で
秋
萩
を
忍
び
て
を
れ
ば
袖
ぞ
露
け
き

(
四
七

O
番
)

日
頃
ほ
か
に
て
、
は
ら
か
ら
の
も
と
に
来
た
る
に
、
ふ
と
も
え

あ
は
で
、
こ
と
か
た
に
ゐ
た
る
に

よ
そ
な
る
を
な
に
嘆
き
け
ん
あ
ふ
ζ

と
の
あ
る
所
と
て

あ

は

ば

こ

そ

あ

ら

め

(

七

二

二

番

)

親
な
ど
い
ふ
こ
と
あ
り
け
れ
ば
、
忍
び
て
は
ら
か
ら
ど
も
な

ど
、
昔
あ
り
し
や
う
に
て
物
語
り
す
る
、
あ
は
れ
に
思
ゆ
れ
ば

い
に
し
へ
の
あ
り
し
な
が
ら
に
あ
る
人
も
心
が
な
し
に

物
、ぞ

か

な

し

き

(

七

四

八

番

)
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と
、
親
に
対
し
て
謹
慎
し
て
「
隠
れ
て
ゐ
た
る
」
住
ま
い
の
前
栽
の
萩

を
眺
め
て
、
「
袖
ぞ
滋
け
き
」
と
一
棋
を
し
、
日
頃
別
に
暮
ら
し
て
い
て
、

き
ょ
う
だ
い
の
も
と
に
来
て
も
す
ぐ
に
対
面
の
叶
わ
ぬ
こ
と
を
、
離
れ
て

暮
ら
す
辛
さ
よ
り
も
辛
い
こ
と
だ
と
嘆
く
。
ま
た
、
親
に
忍
ん
で
会
う
こ

と
し
か
許
さ
れ
な
い
た
め
に
「
昔
、
あ
り
し
や
う
に
て
物
語
す
る
」
こ
と

を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
次
の
二
首
は
、
必
ず
し
も
勘
当
に
よ
る
別
居
中
の

歌
と
は
限
ら
な
い
・
も
の
の
、
同
じ
よ
う
に
離
れ
て
住
む
統
を
気
遣
う
も
の



で
+
の
ぜ
h
v

。
十
二
月
ば
か
り
、
雪
の
い
み
じ
う
降
り
た
る
日
、
と
こ
ろ
の
あ

る
を
親
の
が
り
や
る
と
て

君
が
た
め
も
と
め
た
る
か
な
雪
降
れ
ば
そ
こ
ど
こ
ろ
と
も

み

え

ぬ

山

ぢ

に

(

三

五

五

番

)

十
一
月
、
菊
の
い
ろ
し
た
る
き
ぬ
、
続
の
も
と
に
や
る
と
て

こ
の
き
ぬ
の
い
ろ
し
ろ
た
へ
に
な
り
ぬ
と
も
し
づ
心
あ
る

け

ご

ろ

も

に

せ

よ

(

四

三

二

番

)

三
五
五
番
歌
で
は
、
食
用
の
山
芋
の
類
で
あ
る
「
と
こ
ろ
(
野
老
)
」

を
「
君
が
た
め
も
と
め
た
る
か
な
」
と
い
っ
て
贈
り
、
四
一
一
二
番
歌
で
は
、

寒
さ
を
思
い
や
っ
て
「
け
ご
ろ
も
に
せ
よ
」
と
綿
を
贈
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
親
に
勘
当
さ
れ
、
急
に
別
の
住
ま
い
に
移
り
住
む
こ

と
と
な
り
、
続
と
対
話
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
不
遇
は
、
古
歌
を
用
い

た
連
作
を
は
じ
め
、
折
々
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
日
記
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
「
日
記
」

の
諸
注
は
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、
こ
の
連
作
の
存
在
を
挙
げ
る
も
の
の
、

こ
う
し
た
特
妹
な
詠
歌
事
情
に
注
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
じ
古
歌
を
舟
い
、
さ
ら
に
吋
日
記
」
に
お
い
て
も
「
近
く
て
殺
は
ら
か

ら
の
御
あ
り
さ
ま
も
見
開
こ
え
、
ま
た
昔
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
人
の
上
も

見
さ
だ
め
ん
」
と
親
き
ょ
う
だ
い
や
子
ど
も
に
思
い
を
馳
せ
る
点
が
共
通

す
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
刊
日
記
」
の
成
立
時
期
や
作
者
に
つ
い

て
の
確
証
の
な
い
ま
ま
、
『
集
」
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
無
意
味
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
式
部
の
私
生
活
を
う
か
が
い
知
る
素
材
で
あ
る

安
ぎ
を
参
照
し
な
が
ら
吋
日
記
い
を
読
む
試
み
も
ま
た
作
品
を
理
解
す

る
た
め
に
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

式
部
が
勘
当
さ
れ
た
時
期

式
部
が
親
か
ら
勘
当
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
与
謝
野
品
子
が
、
道

貞
と
の
不
和
に
よ
り
彼
女
が
他
に
移
り
去
っ
た
と
し
、
そ
れ
を
長
保
三
年

こ
ろ
と
す
る
。
以
降
、
そ
の
頃
に
勘
当
さ
れ
た
と
す
る
説
が
定
説
と
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
久
保
木
寿
子
氏
は
、
先
の
連
作
を
挙
げ
て
、
「
す
で
に

長
保
自
年
春
の
歌
群
成
立
の
時
点
で
、
道
貞
と
の
不
仲
・
殺
の
勘
当
騒
ぎ

を
機
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
森
田
兼
吉
氏
は
、
そ
の

理
由
を
、
弾
正
の
宮
と
の
交
際
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
先
の
連
作
歌
に

「
春
雨
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
保
四
年
春
と
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
弾
正
の
宮
の
病
に
つ
い
て
、
藤
間
忠
美
氏
が
「
権
記
に
よ
る
と

親
王
の
擢
病
は
長
保
三
年
十
月
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
(
略
)
そ
の
後
、

病
気
が
慢
性
的
様
相
を
呈
し
は
じ
め
た
こ
と
は
十
二
月
の
清
水
鯵
法
で
知

ら
れ
、
間
十
二
月
を
へ
て
、
長
保
四
年
二
月
に
は
、
「
邪
気
」
の
調
伏
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
す
で
に
「
数
月
傾
悩
」
の
段
暗
に
入
っ

て
い
っ
た
と
い
う
経
過
が
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
る
」
と
抱
擁
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
長
保
留
年
春
の
時
点
で
、
宮
の
病
の
た
め
に
式
部
と

の
恋
愛
関
係
は
終
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ

ろ
に
あ
え
て
世
揺
を
は
ば
か
っ
て
勘
当
す
る
と
い
う
の
は
不
審
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
「
秋
萩
」
を
詠
む
四
七

O
番
歌
や
、
四
三
二
番
歌
の
「
菊
」
、

三
五
五
番
歌
の
「
雪
」
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
が
宮
の
権
病
に
よ
り
恋
愛

関
係
が
終
わ
り
、
そ
の
心
細
さ
か
ら
親
に
許
し
を
願
っ
て
詠
ま
れ
た
と
も
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想
録
し
う
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
勘
当
さ
れ
、
長
保
三
年
春

か
ら
秋
、
冬
に
渡
っ
た
か
、
ま
た
は
、
同
年
秋
、
冬
か
ら
翌
年
春
に
渡
っ

た
か
、
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

勘
当
は
長
期
に
渡
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
集
に
は
、
他
に
も
次
の
よ

う
に
離
れ
て
住
む
「
は
ら
か
ら
た
ち
」
に
贈
っ
た
歌
が
あ
る
。

一
扇
貼
ら
せ
て
、
は
ら
か
ら
た
ち
に
こ
こ
ろ
ざ
す
と
て

今
は
か
く
離
れ
島
な
る
我
な
れ
ば
ほ
り
集
め
た
る
か
は
ほ
り
ぞ
こ
は

(
二
四

O
番
)

い
と
あ
っ
き
こ
ろ
、
一
局
、
ど
も
鮎
ら
せ
て
、
外
な
る
は
ら
か
ら
ど

も
の
が
り
や
る
と
て

は
か
な
く
も
忘
ら
れ
に
け
る
一
廓
か
な
お
ち
た
り
け
り
と

人

も

こ

そ

み

れ

(

二

八

九

番

)

ほ
か
な
る
は
ら
か
ら
の
も
と
に
、
い
と
に
く
さ
げ
な
る
瓜
の
、

人
の
顔
の
か
た
に
な
り
た
る
に
か
き
つ
け
て

も
し
我
を
恋
し
く
な
ら
ば
こ
れ
を
み
よ
つ
け
る
心
の

く

せ

も

た

が

は

ず

(

三

五

四

番

)

あ
づ
き
の
お
も
の
と
い
ふ
物
を
、
ひ
と
り
の
樋
に
い
れ
て
、
問
問

じ
回
収

か
く
ば
か
り
さ
ゆ
る
に
暑
き
気
の
す
れ
ば
独
り
の
お
も
の

な

れ

ば

な

り

け

り

(

三

五

六

番

)

一
廓
を
贈
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
夏
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
、

二
八
九
番
は
、
夏
に
「
は
ら
か
ら
ど
も
」
に
鱒
っ
た
も
の
で
あ
り
、

三
五
回
、
三
五
六
番
も
夏
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
親
き
ょ

う
だ
い
の
も
と
を
離
れ
て
の
ひ
と
り
暮
ら
し
は
、
夏
を
経
過
し
て
い
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
、
勘
当
は
、
春
か
ら
秋
、
秋
か
ら
春
と
い
う
半
年
程
度
の

も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
長
期
に
渡
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
情
況
を
鑑
み
る
と
、
吋
自
記
』
の
「
巌
の
中
に
住
ま
ば
か
は
」

の
古
歌
を
用
い
た
背
景
と
、
親
に
勘
当
さ
れ
、
き
ょ
う
だ
い
と
も
離
れ
て

暮
ら
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
孤
独
な
式
部
の
苦
悩
は
、
心
理
的
に
椙
通
じ

る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
故
宮
の
思
い
出
の
残
る
自
邸
を
離

れ
、
宮
以
外
の
男
た
ち
か
ら
離
れ
て
宮
の
邸
に
住
む
こ
と
を
患
う
中
で

「
巌
の
中
こ
そ
住
ま
ま
ほ
し
け
れ
」
と
い
う
古
歌
を
連
想
す
る
こ
と
と
、

親
に
勘
当
さ
れ
て
一
人
家
を
出
さ
れ
、
自
分
の
安
住
の
場
所
を
定
め
が
た

い
苦
悩
か
ら
「
巌
の
中
こ
そ
住
ま
ま
ほ
し
け
れ
」
を
用
い
た
連
作
を
誌
み

出
し
た
こ
と
と
は
、
情
況
も
表
出
方
法
も
異
な
る
も
の
の
、
心
理
的
に
は

重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

宮
と
出
会
う
前
の
式
部
の
人
生
は
波
乱
に
満
ち
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

式
部
と
夫
が
不
仲
で
あ
っ
た
こ
と
、
式
部
自
身
の
素
行
に
問
題
が
あ
っ
た

こ
と
は
「
集
」
の
次
の
歌
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
る
。
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か
た
ら
ふ
人
多
か
り
な
ど
言
は
れ
け
る
女
の
、
子
産
み
た
り
け

る
、
誰
か
親
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
ほ
ど
へ
て
、
い
か
が
定
め

た
る
、
と
人
の
一
一
百
ひ
け
れ
ば

こ
の
世
に
は
い
か
が
定
め
ん
お
の
づ
か
ら
替
を
問
は
ん

人

に

問

へ

か

し

(

七

九

七

番

)

道
貞
去
り
て
の
ち
、
剖
宮
に
参
り
ぬ
と
開
き
て
、
赤
染
衛
門

う
つ
ろ
は
で
し
ば
し
信
自
の
森
を
見
よ
か
へ
り
も
ぞ
す
る
葛
の
裳
風

(
三
六
四
番
)



返
し

枇
風
は
す
ご
く
吹
く
と
も
磁
の
葉
の
恨
み
顔
に
は
見
え
じ
と
ぞ
思
ふ

(
三
六
五
番
)

(
和
泉
式
部
と
道
貞
と
仲
た
が
ひ
て
、
帥
宮
に
ま
ゐ
る
と
開
き
て
や

り

し

一

八

一

番

詞

書

)

し
た
が
っ
て
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
融
当
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。
勘
当
の
理
由
は
、
他
に
も
次
の
よ
う
に
考
え
う
る
。

①
弾
正
の
宮
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
式
部
の
も
と
に
他
の
男
性
が
訪
れ

て
い
た
(
吋
司
記
い
よ
り
)

①
帥
の
宮
邸
に
参
っ
た
後
、
北
の
方
が
邸
を
出
る
事
に
な
っ
た
(
刊
日

記
い
よ
り
)

①
織
の
宮
が
亡
く
な
り
、
里
に
一
民
る
事
に
な
っ
た
際
に
、
世
間
体
を
は

ば
か
っ
た

し
か
し
①
を
理
由
と
す
る
と
、
為
尊
親
王
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
引
越
し

は
し
て
い
な
い
点
、
が
不
審
で
あ
る
。
門
日
記
」
の
冒
頭
部
で
、
式
部
は
庭

を
見
て
物
思
い
を
し
て
お
り
、
邸
は
小
舎
人
童
に
と
っ
て
な
じ
み
の
場
所

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
期
間
に
勘
当
さ
れ
、
独
居
を
始
め
た
と
は
考
え

に
く
い
。
①
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
式
部
の
宮
邸
入
り
に
よ
っ
て
北
の
方
が

邸
を
出
た
事
に
対
し
て
は
、
内
栄
花
物
語
」
(
初
花
)
に
、
「
東
宮
も
官
一
耀

殿
も
、
で
」
の
こ
と
を
我
が
口
い
れ
た
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
開
き
に
く

か
ら
ま
し
。
知
ら
ぬ
事
な
れ
ば
心
や
す
し
」
と
ぞ
思
し
の
た
ま
は
せ
け
る
」

と
重
大
な
事
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
後
に
式
部
は
宮
仕
え

に
召
致
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
勘
当
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
に
勘
当
さ
れ
た
こ
と
も
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
敦

道
線
王
と
の
間
に
子
を
成
し
、
出
産
な
ど
で
一
時
別
居
は
し
て
い
る
だ
ろ

う
が
、
そ
の
時
期
に
耕
か
ら
勘
当
さ
れ
る
理
由
が
な
い
。
む
し
ろ
勘
当
は

宮
に
対
し
て
失
礼
に
当
た
ろ
う
。
宮
の
没
後
ま
も
な
く
、
式
部
は
彰
子
の

も
と
に
出
仕
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
没
後
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
夫
、
道
貞
と
の
不
仲
や
、
式
部
自
身
の
素
行
の
悪
さ
が

評
判
に
な
る
中
で
、
弾
正
の
宮
と
の
交
際
が
始
ま
り
、
そ
の
た
め
に
親
か

ら
勘
当
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
勘
当
を
き
っ
か
け

に
急
逮
別
の
邸
に
移
り
住
み
、
そ
の
ま
ま
長
期
に
渡
っ
て
佑
び
住
ま
い
を

し
て
い
る
時
期
に
帥
の
宮
と
の
交
際
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
経
緯
が
想
像

で
き
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
宮
の
訪
れ
の
間
遠
で
あ
る
こ

と
が
、
世
間
体
を
感
つ
て
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
式
部
の
孤
独
も
よ

り
深
い
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
『
日
記
』
に
は
、
不
用
意
な
門

番
や
侍
女
し
か
い
な
い
た
め
に
、
宮
の
来
訪
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が

た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
も
わ
び
住
ま
い
で
あ
れ
ば
当
然
で
あ
る

と
解
さ
れ
る
。

「
司
記
」
の
当
該
箇
所
の
時
期
以
前
に
、
親
か
ら
勘
当
さ
れ
、
「
巌
の
中

に
」
の
連
作
歌
を
作
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
「
巌
の

中
に
住
ま
ば
か
は
」
の
吉
歌
か
ら
「
親
は
ら
か
ら
」
に
思
い
を
馳
せ
る
と

い
う
意
識
の
流
れ
が
理
解
し
や
す
く
な
る
。
式
部
は
、
宮
の
誘
い
に
従
う

べ
き
か
、
自
分
の
居
場
所
を
ど
こ
に
定
め
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
迷
い

か
ら
「
巌
の
中
に
住
ま
、
ば
か
は
」
と
い
う
古
歌
を
想
起
す
る
。
そ
の
古
歌

は
親
に
勘
当
さ
れ
た
折
の
孤
独
感
を
詠
む
の
に
用
い
た
歌
で
あ
っ
た
。
そ

の
連
作
の
中
に
は
、
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な
し
き
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憂
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よ
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さ
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物
を



思
ふ
な
り
け
り

す
ぎ
に
け
る
か
た
ぞ
悲
し
き
君
を
克
で
明
か
し
暮
ら
し
を

月
日
と
思
へ
ば

と
い
う
歌
も
あ
る
。
自
身
の
行
動
に
よ
っ
て
、
親
を
嘆
か
せ
る
事
に
な
っ

た
こ
と
や
、
会
え
ず
に
過
ご
す
月
日
の
長
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
連
作
を
当
該
簡
所
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
家
族
を
案
じ
る
式
部
の
苦
悩

が
よ
り
深
い
も
の
と
な
り
、
式
部
の
宮
邸
入
り
の
決
断
の
重
大
さ
は
さ
ら

に
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

吋
日
記
」
に
お
け
る
矛
盾
点

「日
記
」
は
、
式
部
が
自
邸
に
お
い
て
、
築
地
に
生
え
た
草
を
見
な
が

ら
、
故
宮
を
偲
び
「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
歎
き
わ
ぶ
」
場
面
か

ら
書
き
始
め
ら
れ
る
。
故
宮
が
亡
く
な
っ
た
の
は
長
保
四
年
六
月
十
三

日
。
「
日
記
」
は
翌
年
四
月
十
余
日
か
ら
始
ま
る
。
故
宮
と
死
別
し
、
再

び
や
っ
て
き
た
夏
を
、
垣
根
の
草
の
青
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
、
と
い
う
場

面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
佑
び
住
ま
い
に
、
故
宮
に
仕
え
て
い
た
小
舎
人

童
が
、
帥
の
宮
の
使
い
と
し
て
や
っ
て
く
る
。
そ
の
童
一
が
追
わ
さ
れ
た
の

は
、
式
部
邸
に
通
い
慣
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
庭
先
の
透

垣
の
も
と
に
突
然
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述

の
通
り
、
式
部
邸
は
人
少
な
な
わ
び
住
ま
い
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
は
「
日
記
』
に
、
姉
妹
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
場
面
も
見
出
せ
る
。

ま
た
の
夜
、
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
も
、
こ
な
た
に
は
聞
か
ず
。

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
は
べ
り
。
人
の
来
た
る
に
こ
そ
」
と
お
ぼ
し
め
す
。
(
三
五
頁
)

「
日
記
』
は
、
邸
に
別
に
住
む
女
性
が
お
り
、
そ
ち
ら
に
通
っ
て
き

た
車
を
、
式
部
の
も
と
に
来
た
車
と
見
誤
っ
た
の
だ
と
記
す
。
傍
線
部

「
人
々
方
々
住
む
」
と
い
う
叙
述
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。

小
室
由
三
・
田
中
英
三
郎
氏
に
よ
る
注
釈
は
、
三
方
々
」
は
、
部

屋
々
々
、
局
々
、
の
意
。
「
人
」
は
女
房
を
指
す
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、

同
じ
邸
に
住
む
別
の
局
の
女
房
の
も
と
に
通
っ
て
き
た
車
を
見
誤
っ
た
の

だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
式
部
自
身
は
受
領
階
級
に
属
し
、
宮
の
乳
母
に
も

「
何
の
高
き
人
に
も
あ
ら
ず
。
召
し
て
こ
そ
っ
か
は
せ
め
」
と
言
わ
れ
る

身
分
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
女
房
」
が
式
部
に
仕
え
る
女
房
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
式
部
が
他
の
女
房
た
ち
と
と
も

に
高
貴
な
方
の
邸
に
お
仕
え
し
て
い
る
折
の
で
き
ご
と
で
な
い
こ
と
も
、

『
日
記
」
の
暮
ら
し
ぶ
り
か
ら
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
等
程
度
の

身
分
の
女
性
が
住
む
邸
に
同
居
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ

る
い
は
「
人
々
」
が
式
部
の
女
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
と
も
考
え
う
る
。
玉

井
幸
助
氏
は
「
人
々
と
い
っ
て
も
、
多
数
の
人
が
居
た
の
で
は
な
く
、
式

部
自
身
と
、
他
に
一
人
、
合
わ
せ
て
二
人
で
も
人
々
と
い
ふ
。
な
ほ
こ
こ

に
い
ふ
「
人
」
は
式
部
の
妹
で
あ
ら
う
か
」
と
注
す
る
。
同
じ
く
、
山
岸

徳
平
・
村
上
治
氏
は
、
結
婚
し
て
、
男
が
女
の
家
に
通
う
こ
と
を
当
時

「
住
む
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
姉
妹
な
ど
の
と
こ
ろ
へ
、
そ
の
夫
が

通
っ
て
く
る
こ
と
を
指
す
と
し
、
「
方
々
」
を
式
部
の
女
き
ょ
う
だ
い
と

し
た
。
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し
か
し
、
小
松
登
美
氏
は
、
「
こ
な
た
」
「
か
な
た
」
と
い
う
表
現
に
注

目
さ
れ
、
「
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
で
は
?
」
な
た
、
そ
な
た
、
か
な
た
」

で
同

一
邸
内
の

一
部
分
を
指
す
こ
と
が
多
い
」
と
さ
れ
、
女
き
ょ
う
だ
い

と
限
定
は
せ
ず
、
寄
り
合
い
所
硝
で
住
ん
で
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
最

新
の
注
釈
で
あ
る
「
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
」
で
近
藤
み
ゆ
き
氏
は
、
「
和

泉
式
部
統
築
」
の
「

一
所
な
り
し
は
ら
か
ら
の
も
と
よ
り
」
と
い
う
詞
欝

を
引
用
し
、
同
阿
倍
の
姉
妹
が
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
諸
説
が
あ
る
部
分
で
あ
る
が
、
「
は
ら
か
ら
」
と
同
居
し

て
い
た
と
考
え
る
と
、
孤
独
な
詫
び
住
ま
い
と
い
う
主
人
公
の
境
遇
に
い

さ
さ
か
不
審
な
点
が
生
じ
よ
う
。

一
に
挙
げ
た
本
文
「
な
ほ
か
く
て
や
過

ぎ
な
ま
し
、
近
く
て
親
は
ら
か
ら
の
御
あ
り
さ
ま
も
見
聞
こ
え
、
ま
た
昔

の
や
う
に
も
見
ゆ
る
人
の
上
も
見
さ
だ
め
ん
、
と
忠
ひ
立
ち
に
た
れ
ば
」

と
「
親
は
ら
か
ら
」
が
ひ
と
く
く
り
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
親
と
は
別
居
し
、
姉
妹
と
は
同
居
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
こ
は
や
は
り
別
の
女
性
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
、
「
同
居
の

別
の
女
性
に
通
う
車
を
式
部
の
も
と
に
通
う
も
の
と
見
誤
っ
た
」
と
す
る

こ
の
部
分
自
体
を
、
式
部
の
宮
に
対
す
る
言
い
訳
と
し
て
創
作
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「日
記
」
に
お
け
る
主
人
公
、
式
部
の
視
点
は
超
越
的
で
あ
り
、
自
己
賛

美
も
伸
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宮
の
来
訪
時
に
お
け
る
式
部
の
失
態
に

つ
い
て
、
読
者
に
そ
れ
が
宮
の
誤
解
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
書
き
方
、
か
さ
れ

て
も
'自
然
で
あ
る
。

以
上
、
「
巌
の
中
に
住
ま
ば
か
は
」
の
古
歌
が
、
勘
当
の
折
に
詠
ま
れ

た
連
作
と
、
親
き
ょ
う
だ
い
の
と
と
を
想
う

「日
記
」
の
場
面
に
引
か
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

『
日
記
」
に
描
か
れ
る
宮
と
の
恋
愛
時
期
と
、

勘
当
さ
れ
わ
ぴ
住
ま
い
を
し
て
い
た
時
期
が
重
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
論

じ
、
そ
の
場
合
、
家
族
を
思
う
気
持
ち
ゃ
宮
邸
入
り
を
溶
巡
す
る
気
持
ち

が
よ
り
切
実
な
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
際
に
問
題

と
な
る
住
ま
い
の
叙
述
に
関
す
る
矛
盾
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。

そ
も
そ
も
歌
を
連
ね
て
思
い
を
述
べ
る
手
法
は
式
部
の
得
意
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
式
部
に
と
っ
て
鋭
か
ら
の
勘
当
は
心
の
重
石
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
法
事
に
も
出
席
が
か
な
わ
ず
、
訪
れ
て
も
親
と
の
体
面
が
適
わ
ぬ

辛
い
思
い
は
、
連
作
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
連
作
に
用
い
ら
れ
た

古
歌
が

「日
記
」
に
も
引
か
れ
、
親
き
ょ
う
だ
い
へ
の
連
想
に
続
く
と
い

う
共
通
点
は
や
は
り
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

摂
関
期
の
勘
事
に
つ
い
て
、
告
井
幸
男
氏
は
、
「
勘
事
と
い
う
刑
罰
は

有
効
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
当
該
期
に
お
い
て
、
上
の
者
か
ら
下
の

者
へ
の
対
応
と
し
て

「逢
わ
な
い
』
、
「御
前
に
い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
』

と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
処
罰
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」

と
論
じ
る
。
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
も
、
須
磨
に
退
去
し
た
源
氏
が
都

の
者
と
交
流
し
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
た
弘
徽
殿
大
后
は
「
お
ぼ
や
け
の

勘
事
な
る
人
は
、
心
に
ま
か
せ
て
こ
の
世
の
あ
ぢ
は
ひ
を
だ
に
知
る
こ
と

か
た
う
こ
そ
あ
な
れ
、
お
も
し
ろ
き
家
居
し
て
、
世
の
中
を
そ
し
り
も
ど

き
て
、
か
の
鹿
を
馬
と
言
ひ
け
む
人
の
ひ
が
め
る
や
う
に
追
従
す
る
」
と

勘
事
を
こ
う
む
っ
た
源
氏
が
気
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
鈴

め
て
い
る
。
当
時
の
勘
事
は
当
事
者
に
と
っ
て
は
お
お
ご
と
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

服
藤
早
苗
氏
は
近
著
に
お
い
て
、
和
泉
式
部
の
勘
事
に
つ
い
て
「
ち
ょ

う
ど
「
源
氏
物
語
」
が
警
か
れ
た
こ
の
こ
ろ
は
、
貴
族
層
の
身
分
や
秩
序

が
固
定
化
し
た
時
代
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
期
皇
位
継
承
の
可
能
性
を
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も
つ
ト
ッ
プ
で
あ
る
親
王
と
も
あ
ろ
う
人
が
、
愛
人
を
召
人
と
し
て
同
居

さ
せ
る
、
ば
か
り
で
な
く
、
ま
る
で
妻
の
よ
う
な
扱
い
を
し
、
正
妻
を
追
い

出
す
な
ど
は
、
身
分
秩
序
を
破
壊
す
る
行
為
で
あ
り
、
非
難
の
嵐
が
吹
き

荒
れ
る
。
世
間
の
噂
や
非
難
は
、
我
々
に
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
貴

族
に
は
行
動
の
強
い
規
制
と
し
て
働
い
て
い
た
」
と
論
じ
、
勘
当
の
時
期

を
式
部
が
宮
邸
に
上
が
っ
た
頃
と
し
、
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
勘
当
は
叱

責
や

一
時
的
謹
慎
程
度
の
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
式
部
の
場

合
は
女
性
で
あ
り
、
公
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
男
性
の
勘
事
と
同
一
に
考

え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
服
藤
氏
の
論
も
踏
ま
え
式
部
の
勘
事
の

理
由
や
そ
の
時
期
、
及
び

「日
記
』
と
の
重
な
り
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
推
測
を
重
ね
た
試
論
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
さ

ら
に
愚
考
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

注(1)
伊
井
春
樹
氏
編

「源
氏
物
語
引
歌
索
引
」
(
笠
間
警
院
昭
和
五
十
二
年
)
に
拠

る
と
、
若
紫
、
須
磨
・
二
箇
所
、
湾
機
、
宿
木
、
東
屋
の
計
六
箇
所
に
用
い
ら

れ
、
い
ず
れ
も
都
の
中
心
を
離
れ
た
場
所
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
与
謝
野
寛
・
与
謝
野
晶
子
・

正
宗
教
夫
氏

「日
本
古
典
全
集
和
泉
式
部
全
集
」

(
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
昭
和
二
年
)

(
3
)
久
保
木
寿
子
氏

「実
存
を
見
つ
め
る
和
泉
式
部
』
(
新
興
社
平
成
十
二
年
)

(
4
)
森
田
兼
吉
氏

「和
泉
式
部
日
記
論
孜
第
二
]

(
笠
間
欝
院

昭

和

六

十
三
年
)

(5)
藤
岡
忠
美
氏
「
和
泉
式
部
伝
の
修
正

i
為
柑
持
続
王
を
め
ぐ
っ
て

l
」
(
「
文
学
」

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
)

(6)
小
室
由
一
二
・
田
中
英
三
郎
氏

「和
泉
式
部
日
記
詳
解
』
(
東
京
図
欝
出
版
昭
和

一
九
年
)

(7)
玉
井
孝
助
氏

「和
泉
式
部
日
記
新
註
』
(
世
界
社
昭
和
二
五
年
)

(8)
山
岸
徳
平
・
村
上
治
氏

「最
新
国
文
解
釈
鍛
欝
]

(
法
文
社
昭
和
一三
年
)

(9)
小
松
登
美
氏
吋
和
泉
式
部
日
記
(
中
)
全
訳
註
]
(
講
談
社
学
術
文
庫

一一昭
和

六
十
年
)

(
叩
)
近
藤
み
ゆ
き
氏

『和
泉
式
部
日
記
」
(
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
平
成
十
五
年
)

(
日
)
円
地
文
子

・
鈴
木
一
雄
氏
共
著

「全
講
和
泉
式
部
日
記
」
(
至
文
堂
昭
和
四
十

年
)
、
木
村
正
中
氏
「
日
記
文
学
の
本
質
と
創
作
心
理
」
(
『講
座
日
本
文
学
の
争

点
2

中
古
繍
』
昭
和
四
十
三
年
)
な
ど
。

(
ロ
)
告
井
幸
男
氏
「
摂
関
期
に
お
け
る
勘
事
と
進
過
状
」
(
「
古
代
文
化
」
平
成
十
三

年
六
月
)
、
ま
た
同
氏
「
勘
事
と
進
過
状
の
歴
史
的
位
置

l
命
令
系
統
と
権
威

性
・
非
制
度
的
側
面
を
中
心
に
|
」
(
「
古
代
文
化
」
平
成
十
四
年
七
月
)
に
も

当
時
の
勘
事
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
服
牒
早
苗
氏

「平
安
朝
の
父
と
子
貴
族
と
庶
民
の
家
と
養
育
』
(
中
公
新
番

平
成
二
十
二
年
)

(
う
ず
ま
き

大
妻
女
子
大
学
・
図
的
学
院
大
事
・

平
成
田
際
大
学
非
常
勤
講
師
)
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