
「
和
泉
式
部
日
記
」

考

作
者
に
つ
い
て

は
じ
め
に

「
和
泉
式
部
日
記
」
は
、
長
保
五
年
四
月
に
和
泉
式
部
と
帥
宮

敦
道
親
王
と
の
交
渉
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
、
同
年
十
二
月
十
八
日
に

和
泉
式
部
が
帥
宮
に
よ
っ
て
官
邸
に
召
し
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の

た
め
に
帥
宮
の
北
の
方
が
官
邸
を
去
る
と
い
う
事
態
が
起
き
る
ま
で

の
和
泉
式
部
と
帥
宮
の
恋
愛
の
経
過
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

乙
の
日
記
は
他
の
同
時
代
の
日
記
文
学
と
異
な
っ
て
、
主
人
公
を

「
女
」
と
三
人
称
化
し
、
ま
た
「
女
」
の
限
の
と
ど
く
範
囲
を
越
え

た
と
乙
ろ
ま
で
経
験
性
、
実
存
性
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

古
く
か
ら
写
本
の
題
号
に
は
「
日
記
」
と
「
物
語
」
の
双
方
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

ζ

の
た
め
に
こ
の
作
品
は
主
人
公
和
泉
式
部
の
自
記

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
自
記
か
自
記
で

は
な
い
か
今
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

卒
論
で
は
、
「
和
泉
式
部
日
記
」
の
作
者
が
和
泉
式
部
自
身
で
あ

る
か
苔
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
章
で
諸
説
の
概
要
を

述
べ
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
第
二
章
、
第
三
章
で
問
題
点
の
考
察
を

し
た
が
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
で
第
二
章
第
二
節
式
部
の
心
中

国
文
四
年
五
十
番

山

下

直

子

描
写
、
第
三
章
終
罵
部
に
つ
い
て
中
心
に
叔
べ
て
み
た
い
。

第
二
章
問
題
点
考
察

第
一
節
物
語
的
な
叙
述

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
が
和
泉
式
部
で
は
な
い
と
す
る
説

の
最
も
大
き
な
論
拠
は

ω主
人
公
の
第
三
人
称
化

ω主
人
公
の
恨
の
と
ど
く
範
囲
を
越
え
た
描
写
が
見
ら
れ
る
。

の
ニ
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
ま
ず

ωに
つ
い
て
は
、
文
の
は
じ
め
で
は
主
人
公
を
三
人
称
で
「
女
」
と

表
現
し
て
い
て
も
い
つ
の
ま
に
か
一
人
称
的
な
書
き
方
に
な
る
場
合

が
多
く
、
従
っ
て
「
女
」
は
一
人
称
の
代
弁
的
な
も
の
で
容
易
に

「
私
」
に
置
き
換
え
る
乙
と
が
で
き
る
・
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

ωの

場
面
は
乙
の
作
品
中
三
十
八
箇
所
見
ら
れ
、
④
主
人
公
「
女
」
の
視

界
を
越
え
た
場
面
の
描
写
十
六
例
、
⑥
帥
宮
の
心
中
描
写
二
十
七
例

（
う
ち
七
例
は
④
の
中
に
含
ま
れ
る
）
、
＠
北
の
方
の
心
中
描
写
ニ

-27-



例
、
の
三
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
④
に
つ
い
て
は
、
一

見
式
部
の
眼
の
と
ど
く
範
囲
を
越
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
式
部

が
想
像
し
て
描
写
で
き
る
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑥
に
つ
い
て
は
、
帥
宮
の
式
部
観
や
式
部
の
和
歌
に
対
す
る
帥
宮
の

感
想
、
感
嘆
を
一
、
二
行
で
表
わ
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
帥
宮
の

内
面
を
語
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
式
部
自

身
の
希
望
や
美
化
や
理
想
化
が
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
＠
に
つ
い
て
も
、
同
じ
女
で
し
か
も
式
部
の
恋
愛
の
相
手
で
あ

る
帥
宮
の
北
の
方
の
心
中
で
あ
る
か
ら
、
式
部
に
と
っ
て
は
帥
宮
の

心
中
よ
り
も
容
易
に
察
す
る
と
と
が
で
き
る
と
思
う
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
主
人
公
の
第
三
人
称
化
も
主
人
公
の
眼
の

之
ど
く
範
囲
を
越
え
た
描
写
も
、
作
者
主
人
公
和
泉
式
部
を
否
定

し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
式
部
の
心
中
描
写

織
田
裕
子
氏
は
、

ζ

の
作
品
に
は
和
泉
式
部
の
心
中
描
写
が
非
常

に
多
く
、
そ
の
内
容
も
単
純
で
類
型
的
な
帥
宮
の
心
中
描
写
と
比
べ

る
と
複
雑
で
簡
単
に
分
類
で
き
な
い
と
品
ー
さ
れ
た
。
第
二
節
で
は
、

ζ

の
和
泉
式
部
の
心
中
描
写
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

主
人
公
和
泉
式
部
の
心
中
描
写
の
場
面
は
、
乙
の
作
品
中
八
十
例

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
は
帥
宮
の
心
中
描
写
に
比
べ
で
は
る
か
に

多
い
。
ま
た
、
一
つ
の
長
さ
も
、
帥
宮
の
場
合
は
一
番
長
い
も
の
が
、

侍
従
の
乳
母
の
諌
言
に
つ
づ
く
部
分
（
附
）
で
四
行
、
あ
と
は
ほ
と

ん
ど
一
、
二
行
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
式
部
の
心
中
描
写
は
五
行

以
上
の
も
の
が
四
例
み
ら
れ
、
一
番
長
い
も
の
は
十
行
に
わ
た
っ
て

い
る
。

0

い
と
久
し
う
な
に
よ
か
よ
と
：
・
身
も
心
う
く
て
「
な
ぞ
も
か
く
」

と

歎

く

ほ

ど

に

御

文

あ

り

刊

行

P
5
 

0

げ
に
今
さ
ら
：
・
乙
の
濡
れ
衣
は
さ
り
と
も
着
や
み
な
ん
と
思
ひ
て

日
行

D
A
Q
ν
 

o
か
ば
か
り
ね
ん
ご
ろ
に
・
：
身
く
て
は
さ
り
と
も
御
覧
じ
て
ん
と
思

ひ

て

判

桁

o
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
・
：
又
い
か
な
る
事
闘
し
め
し
た
る
に
か
と

E
M

K
恥

づ

か

し

う

て

別

行

P
6
 

心
中
描
写
の
表
し
方
も
、
帥
宮
の
場
合
は
二
十
七
例
と
も
す
べ
て

下
に
「
・
：
お
ぼ
き
る
。
」
「
：
・
お
ぼ
す
に
」
「
・
：
お
ぼ
す
。
」
「
：
・

お
ぼ
し
て
」
「
・
：
お
ぼ
せ
ど
」
な
ど
の
よ
う
に
、
「
思
ふ
」
の
尊
敬

語
「
お
ぽ
す
」
（
「
お
ぼ
し
め
す
」
、
「
お
ぼ
し
つ
つ
む
」
、
「
お
一

ぼ
し
出
づ
」
、
「
お
ぼ
し
乱
る
」
な
ど
も
含
む
）
を
伴
っ
て
い
る
が
、
引

式
部
の
場
合
は

①
o
乙
と
ば
に
て
聞
え
さ
せ
ん
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、
な
に
か
は
、

あ
だ

1
1
し
く
も
ま
だ
聞
え
給
は
ぬ
を
は
か
な
き
と
と
を
も
、

円
r
H

と
思
ひ
て

1P4
 

0

す
き
ご
と
す
る
人
々
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
た
だ
今
は
と
も
か
く

も
思
は
ぬ
を
世
の
人
は
さ
ま

f
＼
に
い
ふ
め
れ
ど
、
「
身
の
あ

れ

ば

乙

そ

」

と

割

引

過

ぐ

す

。

－

m

o
－
－
－
と
あ
れ
ば
折
を
過
ぐ
し
給
は
ぬ
を
を
か
し
と
思
ふ
。
あ
は
れ

な

る

折

し

も

と

間

別

対

間

な
ど
の
よ
う
に
下
に
「
思
ふ
」
を
伴
う
も
の

②
o
女
、
な
が
め
出
だ
し
て
ゐ
た
る
に
、
も
て
来
た
れ
ば
、

き
心
地
し
て

あ
’55へ

な



O

よ
ろ
づ
に
も
の
の
み
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
御
い
ら
へ
す
べ
き
心

Q
d
 

地

も

せ

ね

ば

5

D
A
 

0

あ
り
し
よ
り
は
時
々
お
は
し
ま
し
な
ど
す
れ
ば
、
引
判
制
引
寸

。。

れ
づ
れ
も
慰
む
心
地
す
。

7p
 

な
ど
の
よ
う
に
「
心
地
す
」
を
伴
う
も
の

＠
o
宮
の
御
さ
ま
い
と
め
で
た
し
ゐ
御
直
衣
に
え
な
ら
ぬ
御
衣
、
出

だ
し
桂
に
し
給
へ
る
あ
ら
ま
ほ
し
う
見
ゆ
。
目
さ
へ
あ
だ

p
t・

q

－
 

し

き

に

や

と

ま

で

お

ぼ

ゆ

。

7

I
l
l
i－
－

l
i
l
i－
－

－

p
 

o
胸

う

ち

つ

ぶ

れ

て

、

あ

き

ま

し

う

お

ぽ

ゆ

。

問

。
心
の
ど
か
に
御
物
語
起
き
臥
し
聞
え
て
、
つ
れ
μ
J
1
も
ま
ぎ
る

れ
ば
参
り
な
ま
ほ
し
き
に
御
物
忌
過
ぎ
ぬ
れ
ば
例
の
所
K
帰
り

て
、
今
日
は
つ
ね
よ
り
も
な
ご
り
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
れ
て
わ

mb 

り
な
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
聞
ゆ
。

8nA 

o
ζ

れ
に
つ
け
て
も
我
が
身
恥
づ
か
し
う
お
ぽ
ゆ
。

m

な
ど
の
よ
う
に
「
お
ぼ
ゆ
」
を
伴
う
も
の

P

④
o
乙
の
袖
の
事
は
は
か
な
き
と
と
な
れ
ど
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま

F

り

ふ
を
か
し
。

6DA
 

G

－
け
に
、
か
れ
よ
り
ま
づ
の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
、
と
見
る
も
を

n
り

か
し
。

6PA
 

O

乙
の
童
の
「
い
み
じ
う
さ
い
な
み
つ
る
」
と
い
ふ
が
を
か
し
う

可

4

て

6D且

o
例
の
つ
れ
ぐ
な
ぐ
さ
め
て
過
ぐ
す
ぞ
、
い
と
は
か
な
き
ゃ
。

n
d
 

向日P
A
 

な
ど
の
よ
う
に
形
容
調
を
伴
っ
た
も
の
。

な
ど
が
見
ら
れ
、
形
の
上
で
も
多
様
で
あ
る
。

p 

八
十
例
中
、
思
っ
て
い
る
主
体
を
「
女
」
と
明
示
し
て
い
る
の
は

十
例
だ
け
で
、
あ
と
は
主
語
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
「
宮
」
の
場
合

は
、
「
お
ぼ
す
」
に
敬
意
が
ζ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
主
語
を
明
示

し
な
く
て
も
作
者
は
常
に
宮
の
心
中
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
書
い
て

い
る
ζ

と
が
明
ら
か
だ
が
、
「
女
」
の
場
合
は
、
主
語
が
省
略
さ
れ

る
と
心
中
描
写
が
作
者
の
自
記
の
よ
う
な
感
じ
を
う
け
る
こ
と
が
多

い。

ζ

れ
は
③
④
の
場
合
特
に
顕
著
で
あ
る
。

③
の
「
お
ぼ
ゆ
」
は
、
「
思
ふ
」
に
上
代
の
助
動
詞
「
ゆ
」
が
付

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
乙
と
で
は
「
ゆ
」
は
自
発
の
意
で
あ
る
。

「
お
ぼ
ゆ
」
を
伴
う
心
中
描
写
は
、
「
思
ふ
」
を
伴
う
場
合
よ
り
も

容
易
に
作
者
と
主
人
公
和
泉
式
部
が
重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宮

崎
荘
平
氏
は
、
「
我
が
身
恥
づ
か
し
う
お
ぽ
ゆ
。
」

K
つ
い
て
「
完
一

（宝
2
〉

ト

全
な
一
人
称
叙
述
が
現
れ
」
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

m

今
ま
で
作
者
は
主
人
公
を
「
女
」
と
表
現
し
て
形
の
上
で
は
第
三
者

の
立
場
を
と
っ
て
き
た
も
の
の
、
と
こ
に
至
っ
て
つ
い
に
ぼ
ろ
を
出

し
「
我
が
身
」
と
主
人
公
の
心
中
を
一
人
称
で
表
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
④
の
場
合
、
乙
れ
が
帥
宮
の
心
中
描
写
な
ら
、
た
と
え
ば

「
：
・
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま
ふ
も
を
か
し
と
お
ぼ
す
。
」
と
い
う
形

に
な
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
ζ

は
「
を
か
し
」
で
終
止
し
て
い
る
。

織
田
裕
子
氏
は
、

ζ

乙
を
式
部
の
心
中
描
写
の
中
に
は
入
れ
て
お
ら

れ
な
い
が
「
書
き
手
の
主
観
・
評
価
・
判
断
を
表
現
す
る
」
個
所
と

し
、
そ
れ
が
「
式
部
の
評
価
判
断
そ
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

（注
3〉

個
所
」
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば

o
こ
の
袖
の
事
は
は
か
な
き
と
と
な
れ
ど
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま



ふ
も
を
か
し

の
場
合
「
『
を
か
し
』
と
判
断
を
下
し
た
の
は
書
き
手
で
あ
る
と
同

時
に
『
手
枕
の
袖
』
の
歌
を
贈
答
し
合
っ
て
い
る
式
部
そ
の
人
の
批

評
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
と
と
を

式
部
の
心
中
描
写
に
含
め
て
い
る
が
、
結
局
内
容
的
に
は
織
田
氏
と

同
じ
こ
と
と
思
う
。
式
部
の
心
中
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
作
者
は
自

分
の
主
観
を
表
す
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ

う
に
微
妙
な
ち
が
い
で
二
つ
の
と
り
方
が
で
き
る
の
は
、
と
り
も
ほ

お
さ
ず
、
乙
と
で
作
者
と
主
人
公
が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
主
詔
一
を
「
女
」
と
明
示
し
て
い
る
場
合
で
も
、
第
一
節
で

述
べ
た
よ
う
に
、
文
の
は
じ
め
で
は
第
三
人
称
「
女
」
を
用
い
て
い

る
も
の
の
、
い
つ
の
ま
に
か
「
女
」
の
自
記
的
な
叙
述
に
な
っ
て
い

る。
以
上
の
よ
う
に
、
式
部
の
心
中
描
写
は
、
形
の
上
で
も
帥
宮
の
心

中
描
写
と
は
異
な
り
、
そ
の
多
く
が
式
部
の
自
記
と
も
と
れ
る
よ
う

な
描
き
万
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次

K
式
部
の
心
中
描
写
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
帥
宮
の
心
中
描

写
の
多
く
が
帥
宮
の
式
部
観
、
あ
る
い
は
式
部
の
歌
に
対
す
る
感
想

や
感
嘆
で
割
と
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
式
部
の
帥
宮
観
、

あ
る
い
は
宮
の
歌
に
対
す
る
感
想
を
一
、
二
行
程
度
に
書
き
表
し
た

だ
け
の
簡
単
な
も
の
も
か
な
り
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
に
は
九
行
、

十
行
に
わ
た
る
も
の
も
あ
り
、
そ
乙
に
は
式
部
の
心
中
思
惟
が
え
ん

え
ん
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

o
げ
に
今
さ
ら
さ
や
う
に
慣
ら
ひ
な
き
有
様
は
い
か
が
せ
ん
、
な

ど
思
ひ
て
、
寸
叫
割
の
こ
と
も
聞
え
き
り
で
あ
る
を
、
さ
り
と

て
、
「
山
の
あ
な
た
に
」
し
る
べ
す
る
人
も
な
き
を
、
か
く
て

過
ぐ
す
も
明
け
ぬ
夜
の
心
地
の
み
す
れ
ば
、
は
か
尽
き
た
は
ぶ

れ
と
と
も
い
ふ
人
あ
ま
た
あ
り
し
か
は
、
あ
や
し
き
さ
ま
に
ぞ

い
ふ
べ
か
め
る
、
－
さ
り
と
て
、
乙
と
ざ
ま
の
頼
も
し
き
方
も

な
し
、
な
に
か
は
、
さ
て
も
乙
こ
ろ
み
ん
か
し
、
北
の
方
は
お

は
す
れ
ど
、
た
だ
御
方
々
に
て
の
み
乙
そ
、
よ
ろ
づ
の
ζ

と
は

た
だ
乳
母
の
み
ζ

そ
す
な
れ
、
顕
証
に
て
出
で
ひ
ろ
め
か
ば
と
そ

は
あ
ら
め
、
さ
る
べ
き
隠
れ
な
ど
に
あ
ら
ん
に
は
な
で
ふ
乙
と
か

あ
ら
ん
、
乙
の
濡
れ
衣
は
さ
り
と
も
着
や
み
な
ん
、
と
思
ひ
て
問

。
か
ば
か
り
ね
ん
ご
ろ
に
か
た
じ
け
な
き
御
乙
ζ

ろ
ざ
し
を
見
ず

知
ら
ず
、
心
と
は
き
さ
ま
に
も
て
な
す
べ
き
、
異
事
は
さ
し
も

あ
ら
ず
、
な
ど
思
へ
ば
、
参
り
な
ん
と
思
い
立
つ
。
ま
め
や
か

な
る
ζ

と
ど
も
い
ふ
人
々
も
あ
れ
ど
耳
に
も
立
た
ず
。
心
う
き

身
な
れ
ば
、
宿
世
に
ま
か
せ
て
あ
ら
ん
、
と
思
ふ
に
も
、
こ
の

宮
仕
へ
本
意
に
も
あ
ら
ず
、
巌
の
中
乙
そ
住
ま
ま
ほ
し
け
れ
、

又
う
き
こ
と
も
あ
ら
ば
い
か
い
ふ
せ
ん
、
い
と
心
な
ら
ぬ
き
ま
に

こ
そ
思
ひ
い
は
め
、
猶
か
く
て
や
過
ぎ
な
ま
し
、
近
く
て
親
は

ら
か
ら
の
御
有
様
も
見
聞
え
、
又
む
か
し
の
や
う
に
も
見
ゆ
る

人
の
上
を
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
便
な
き
事
い
か
で
院
し
め
き
れ
じ
、

近
く
て
は
さ
り
と
も
御
覧
じ
て
ん
、
と
思
ひ
て
附

こ
れ
ら
は
、
帥
宮
か
ら
宮
邸
入
り
を
勧
め
ら
れ
た
式
部
が
決
心
し

か
ね
て
様
々
に
思
い
悩
む
場
面
で
あ
る
。
式
部
は
、
結
局
は
帥
宮
の

勧
め
に
従
っ
て
宮
邸
に
あ
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
簡
単
に
決

め
ら
れ
た
乙
と
で
は
な
く
、
決
心
す
る
ま
で
之
式
誌
が
L
P
2
り
信
長
経
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に
思
い
悩
ん
だ
ζ
と
が
と
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
乙
う
い
う
心
中
思
惟
の
中
に
「
一
の
宮
」
「
親
は
ら
か

ら
」
「
む
か
し
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
人
」
な
ど
が
何
の
説
明
も
な
く

突
然
に
登
場
す
る
。
作
者
は
自
明
の
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
乙
れ
ら
の
人
物
が
誰
を
さ
す
の
か
、
日
記
本
文
か
ら
だ
け
で

は
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
鈴
木
一
雄
氏
は
、
「
心
中
思
惟
は
当

事
者
だ
け
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
然
さ
を
保
っ
か
ぎ
り
、
内

【

A
3
4
9
》

容
は
不
明
瞭
に
な
り
や
す
い
」
と
言
っ
て
お
ら
ぺ
み
。
従
っ
て
、

ζ

の
作
品
の
場
合
、
作
者
を
心
中
思
惟
の
当
事
者
と
す
れ
ば
、
「
一
の

宮
」
や
「
殺
は
ら
か
ら
」
に
具
体
的
な
説
明
が
な
い
の
も
当
然
の
乙

と
と
言
う
と
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
一
の
宮
の
乙
と
も
聞
え
き
り

で
あ
る
を
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
恐
ら
く
「
一
の
宮
」
出
仕
の
話
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
保
留
に
な
っ
て
い
る
乙
と
が
推
測
で
き

る
が
、
和
泉
式
部
の
そ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
て
い
る
の
は
極
狭
い

範
囲
の
人
に
限
ら
れ
る
と
思
う
。
作
者
は
、
式
部
の
心
中
思
惟
に
ζ

の
よ
う
な
事
情
が
書
け
る
ほ
ど
式
部
の
乙
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
乙
の
作
品
は
主
人
公
の
心
中
描
写
で
は
じ
ま
っ
て
い

ヲ。。
O

夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
歎
き
わ
び
つ
L

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
士
の
上
の
草
青
や
か
な
る
も
、
人
は
と
と
に
目

も
と
Y
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
ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。
あ
は
れ
に
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る

守口

4
1
3
・4昌
て
れ
頭
部
設
か
宿
り
複
雑

ほ
ど
に
来
た
れ
ば
：
・

景
情
一
致
の
起
筆
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者
が
そ
の
ま
ま
「
歎
き
抑

び
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
」
人
で
あ
る
と
い
っ
た
書
き
方
で
も
あ
り
、

明
ら
か
に
作
者
と
主
人
公
が
重
な
っ
て
い
る
。
乙
の
自
記
的
な
書
き

方
は
、
と
の
あ
と
訪
れ
た
小
舎
人
童
と
の
会
話
を
経
て
、
場
面
が
官

邸
に
移
る
前
ま
で
つ
づ
き
、
そ
の
と
ろ
ま
で
に
は
、
地
の
文
や
会
話

の
中
で
用
い
ら
れ
る
「
故
宮
」
「
帥
宮
」
と
い
う
乙
と
ば
か
ら
、
乙

の
作
者
H
主
人
公
が
和
泉
式
部
で
あ
ろ
う
と
と
ま
で
自
然
に
印
象
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
一
雄
氏
は
、

ζ

う
し
た
起
筆
は
日
記
作
品
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
、
乙
の
作
品
が
「
『
お
の
れ
』
の
心

境
と
そ
の
心
境
を
う
っ
す
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
を
み
ご
と
に
融
合
し

た
描
写
を
も
っ
て
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
『
晴
蛤
日
記
』

『
更
級
日
記
』
な
ど
と
同
じ
日
記
文
学
に
属
す
る
わ
け
で
、
明
ら
か

に
つ
く
り
物
語
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
乙
の
『
日
記
』
の
物
語

性
の
特
色
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
第
三
人
称
的
叙
述
や
楢
的
視
点
の

問
題
よ
河
川
澄
削
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
d

乙
の
作
品
の
起
筆
が
主
人
公
の
自
記
を
思
わ
せ
る
乙

と
は
注
目
に
値
す
る
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
乙
の
作
品
中
に
は
式
部
の
心
中
描
写
が
か
な
り

多
く
見
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
式
部
の
自
記
と
も
と
れ
る
書
き
方

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
、
宮
の
心
中
描
写
の
よ
う
に
単
純

で
類
型
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
人
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
式

部
の
内
面
を
詳
細
に
語
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
乙
の
作
品
の

起
筆
に
は
作
者
が
そ
の
ま
ま
主
人
公
で
あ
る
と
と
を
暗
示
し
た
情
景

一
致
の
文
が
み
ら
れ
る
。
乙
れ
ら
の
点
を
総
合
す
る
と
、
式
部
の
心

唱
E
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中
描
写
は
、
式
部
自
身
の
自
記
を
思
わ
せ
る
も
の
と
吉
え
る
と
思
う
。

式
部
の
心
中
描
写
に
注
目
す
れ
ば
、

ζ

の
作
品
の
作
者
は
自
然
と
主

人
公
和
泉
式
部
自
身
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
終
駕
部
に
つ
い
て

乙
の
作
品
の
終
駕
部
K
は
、
帥
宮
の
北
の
方
の
里
帰
り
の
事
情
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
「
栄
花
物
語
」
の
記
事
と
か
な
り
異

っ
て
い
る
。
即
ち
、
乙
の
作
品
に
は

0

北
の
方
の
御
姉
、
春
宮
の
女
御
に
て
候
ひ
給
ふ
里
に
も
の
し
給

ふ
ほ
ど
に
て
御
文
あ
り
。
「
い
か
に
ぞ
。
と
の
ご
ろ
人
の
い
ふ

乙
と
は
ま
乙
と
か
。
我
さ
へ
人
げ
な
く
な
ん
お
ぼ
ゆ
る
。
夜
の

聞
に
も
わ
た
ら
せ
給
へ
か
し
」
と
あ
る
を
、
か
か
ら
ぬ
と
と
だ

に
人
は
い
ふ
、
と
お
ぼ
す
に
、
い
と
心
う
く
て
御
返
、
「
お
け

給

は

り

ぬ

。

い

つ

も

思

ふ

さ

ま

に

も

・

：

削

と
あ
っ
て
、
北
の
方
の
も
と
に
姉
の
宜
耀
殿
女
御
か
ら
手
紙
が
来
て

里
帰
り
を
勧
め
ら
れ
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
栄
花
物
語
」

巻
八
・
初
花
に
は
、

0

小
一
条
の
中
の
君
と
聞
ゆ
る
は
、
宜
耀
殿
の
御
お
と
う
と
の
君
、

殿
も
上
も
、
と
も
か
う
も
な
ぢ
で
う
せ
給
ひ
に
し
か
ば
、
い
か

で
女
御
殿
に
劣
ら
ぬ
様
の
事
を
な
ど
お
ぼ
し
構
へ
て
東
宮
の
御

お
と
う
と
の
帥
宮
に
聞
え
つ
け
給
へ
り
し
か
ば
、
南
院
に
迎

え
給
へ
り
し
か
ど
年
月
に
添
へ
て
御
心
ま
し
浅
う
な
り
も
て

行
き
て
、
和
泉
守
道
貞
が
妻
を
お
ぼ
し
き
わ
き
て
、
乙
の
君

を
ば
事
の
ほ
か
に
お
ほ
し
た
り
し
か
ば
居
煩
ひ
て
、
小
一
条
の

お
ば
北
の
方
の
御
許
に
帰
り
給
ひ
に
し
ぞ
か
し
。
き
れ
ば
東
宮

も
、
宣
耀
殿
も
、

ζ

の
事
を
「
我
口
入
れ
た
ら
ま
し
か
ば
い
か

に
聞
き
に
く
か
ら
ま
し
。
知
ら
ぬ
事
な
れ
ば
心
安
し
」
と
ぞ
お

ぼ
し
宣
は
せ
け
る
。
御
幸
同
じ
御
は
ら
か
ら
と
見
え
給
は
ず
。

和
泉
を
ば
、
故
弾
正
宮
も
い
み
じ
き
も
の
に
思
ほ
し
た
り
し
か

ば
、
か
く
帥
宮
も
う
け
と
り
お
ぼ
す
な
り
け
り
。
故
関
白
殿
の

三
の
君
帥
宮
の
上
も
、
一
条
わ
た
り
に
心
得
ぬ
御
様
に
て
ぞ
お

は
す
る
。
又
小
一
条
の
中
の
君
も
如
何
と
ぞ
人
お
し
量
り
き
乙

ゆ
め
る
。

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
宣
耀
殿
女
御
は
、
自
分
の
妹
が
里
に
帰
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
自
分
が
口
を
出
し
て
媒
な
ど
し
た
の

だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
聞
き
づ
ら
い
事
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ず
か
り
知
ら

戸注
7
Y

な
い
こ
と
だ
か
ら
気
楽
だ
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
栄
花
物
語
」
は
、
「
和
泉
式
部
日
記
」
が
扱
っ
て
い
る
長
保
五
年

（一

O
O
三
）
よ
り
も
ず
っ
と
あ
と
に
書
か
れ
て
い
る
（
長
元
二
年

（
注
8
v

（一

O
二
九
）
頃
と
推
測
さ
れ
る
）
し
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
も
、

ど
ち
ら
の
態
度
が
宣
耀
殿
ら
し
い
と
も
断
言
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら

く
世
間
一
般
に
は
「
栄
花
物
語
」
の
記
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
乙
の
作
品
で
は
こ
の
よ
う
に
捕
か
れ
て
い
る
の

カ
ζ

の
場
面
の
つ
づ
き
に
、
北
の
方
の
動
向
を
見
守
る
式
部
の
姿
が

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

0

・
：
宣
一
回
目
、
「
か
う
j
t
l
し
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
な
り
。
春
宮
の
聞

し
め
さ
ん
事
も
侍
り
。

お
は
し
ま
し
て
ど
Y
め
聞
え
さ
せ
給
へ
」
と
聞
え
さ
わ
ぐ
を
見
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る
に
も
い
と
ほ
し
う
苦
し
け
れ
ど
、
と
か
く
い
ふ
べ
き
な
ら
ね

ば
、
た
Y
聞
き
ゐ
た
り
。
聞
き
に
く
き
乙
ろ
、
し
ば
し
ま
か
り
出

で
な
ば
や
、
と
思
へ
ど
、
そ
れ
も
う
た
で
あ
る
べ
け
れ
ば
、
た
り

に
候
ふ
も
、
な
ほ
も
の
思
ひ
絶
ゆ
ま
じ
き
身
か
な
と
思
ふ
。
間

鈴
木
一
雄
氏
は
、
「
乙
乙
に
記
さ
れ
て
い
る
女
は
、
あ
ま
り
に
も
つ

つ
ま
し
く
、
ま
た
傍
観
者
に
す
ぎ
る
と
も
言
え
る
」
と
さ
れ
、
「
女

の
側
に
、
壮
た
し
て
た
だ
一
回
も
北
の
方
に
挑
戦
す
る
よ
う
な
言
動

が
な
か
っ
た
か
、
宮
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
周
囲
に
挑
発
す

る
よ
う
な
態
度
は
な
か
っ
た
か
、
年
上
の
女
ら
し
く
宮
の
態
度
を
た

く
み
に
操
縦
し
、
宮
の
庇
護
を
楯
に
す
る
心
岳
的
な
策
動
は
な
か
っ

〈
注
9
ゾ

た
か
、
等
々
の
疑
問
も
生
ま
れ
る
。
」
と
述

A

～
ら
れ
た
。
鈴
木
氏
の

言
わ
れ
る
と
お
り
、
北
の
方
の
動
向
を
見
守
る
式
部
は
、
謙
虚
で
つ

つ
ま
し
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
の
作
品
に
は
描
か
れ

て
い
な
い
に
し
て
も
、
事
実
と
し
て
、
北
の
方
に
対
す
る
挑
戦
的
な

態
度
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
。
作
者
は
、
乙

乙
で
も
式
部
を
美
化
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
訪
。

本
文
で
「
夜
の
聞
に
も
わ
た
ら
せ
給
へ
か
し
」
仰
と
い
う
宣
耀
殿

町
勧
め
に
対
し
て
北
の
万
は
「
迎
へ
に
給
は
せ
よ
。
乙
れ
よ
り
は
：
・
」

聞
と
迎
え
を
依
頼
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
御
兄
人
の
君
だ
ち
」
に
迎

え
に
来
て
も
ら
っ
て
里
に
帰
る
ζ

と
に
な
る
が
、
乙
の
間
の
情
況
を

式
部
は
見
て
い
る
だ
け
で
ど
う
す
る
ζ

と
も
で
き
な
い
で
い
る
。
乙

の
作
品
の
終
罵
部
か
ら
は
、
北
の
万
の
里
帰
り
の
事
情
が
、
こ
の
よ

う
に
読
み
と
れ
る
。

大
倉
比
呂
志
氏
は
、

物
語
〉
」
と
さ
れ
、

こ
の
終
車
一
阿
部
を
「
北
の
方
を
中
心
と
し
た
〈
小

「
乙
の
八
小
物
語
〉
は
、
決
し
て
自
分
が
北
の

方
を
追
い
出
し
た
の
で
は
な
い
ζ

と
を
強
調
し
て
自
己
弁
護
を
計
る

た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
」
「
そ
う
す
る
と
と
に
よ
っ
て
式
部
は
自
己

保
全
を
確
立
す
る
と
同
時
に
、
北
の
方
の
体
面
を
も
保
ち
得
る
よ
う

に
れ
一
昨
物
語
〉
を
創
作
し
た
の
で
は
伝
か
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
て
お

ら
一
針
。
果
し
て
乙
乙
に
「
北
の
方
の
体
面
を
保
つ
」
と
い
う
気
持

ち
が
は
た
ら
い
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、

大
倉
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
乙
の
終
駕
部
の
創
作
が
式
部
の
立
場

を
弁
護
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
も
、

乙
の
作
品
の
作
者
H
和
泉
式
部
の
線
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

第
三
者
が
、
世
間
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
帥
宮
の
北
の
万
の
里
帰
り

の
事
情
を
、
式
部
の
立
場
を
弁
護
し
て
、
乙
の
よ
う
に
室
聞
き
か
え
た

と
は
考
え
難
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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結
び

「
和
泉
式
部
日
記
」
の
作
者
に
つ
い
て
、
主
人
公
和
泉
式
部
の
心

中
描
写
と
こ
の
作
品
の
終
駕
部
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。

「
和
泉
式
部
日
記
」
は
、
確
か
に
主
人
公
和
泉
式
部
を
第
三
人
称

化
し
、
和
泉
式
部
の
眼
の
と
ど
く
範
囲
を
越
え
た
描
写
が
な
さ
れ
て

い
る
な
ど
一
見
物
語
的
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
心
中
描
写
や
終
駕

部
の
「
栄
花
物
語
」
の
記
事
と
の
相
違
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
や
は

り
作
者
は
和
泉
式
部
自
身
と
考
え
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

八
注
〉

l

「
和
泉
式
部
日
記
の
作
者
に
つ
い
て
」
国
語
国
文

昭
和
三
三
年
四
月
号



Z

「
和
泉
式
部
日
記
作
者
論
の
可
能
性
」
削
国
文
学
紫
式
部
と
和

泉
式
部
昭
和
五
三
年
七
月

＆
〈
注
1
〉

に

同

じ

：

4

「
全
講
和
泉
式
部
日
記
」
本
文
解
釈
町
一

広
鈴
木
一
雄
氏
は
主
人
公
和
泉
式
部
の
阪
の
と
ど
く
範
囲
を
越
え

た
描
写
を
「
超
越
的
視
点
」
と
叫
ん
で
お
ら
れ
る
。

a
「
全
講
和
泉
式
部
日
記
」
考
説
附

n
L

本
文
引
用
及
ぴ
口
語
訳
は
「
栄
花
物
語
・
全
注
釈
一
」
角
川
書

店
に
よ
る
。

oo a
「
全
講
和
泉
式
部
日
記
」
本
文
解
釈
附

i

M

「
和
泉
式
部
日
記
巻
末
注
記
に
関
す
る
一
覚
書
」
問

平
安
文
学
研
究
第
四
八
輯
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