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盛
儀
の
中
関
白
家

　

い
わ
ゆ
る
『
枕
草
子
』
の
日
記
的
章
段
は
、
中
宮
定
子
を
中
心
と

し
た
周
辺
世
界
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
間
近
に
道

隆
の
全
盛
期
に
接
し
て
い
た
の
は
、
出
仕
し
た
正
暦
四
（
九
九
三
）

年
の
初
春
も
し
く
は
初
冬
か
ら
、
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
四
月
の
二

年
前
後
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
記
事
に
道
隆
一
族
の
没

落
と
道
長
一
族
の
台
頭
の
過
程
で
で
て
き
た
で
あ
ろ
う
政
治
的
な
こ

と
が
ら
や
不
如
意
は
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ひ
た
す
ら

中
宮
へ
の
讃
美
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
が『
枕
草
子
』の
世
界
で
あ
る
。

　

中
で
も
中
関
白
家
全
盛
期
を
表
し
た
章
段
は
、（
注
１
）
そ
の
華
や

か
さ
明
る
さ
を
具
体
的
場
面
と
し
て
再
現
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
中

宮
讃
美
と
な
る
構
図
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
面
で
は
作
者

は
場
面
に
登
場
す
る
と
い
う
よ
り
、
場
面
を
見
る
「
視
点
」
と
し
て

の
役
割
に
徹
す
る
と
い
う
体
で
あ
る
。「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」
の

段
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
趣
で
展
開
し
て
い
く
。

　

関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
女
房
の
、
ひ
ま

な
く
さ
ぶ
ら
ふ
を
、

　
「
あ
な
、
い
み
じ
の
お
も
と
た
ち
や
。
翁
を
、
い
か
に
笑
ひ
た

ま
ふ
ら
む
」
と
て
、
分
け
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
戸
口
近
き
人
々
、

い
ろ
い
ろ
の
袖
口
し
て
、御
簾
ひ
き
上
げ
た
る
に
、権
大
納
言
（
＝

伊
周
）
の
、
御
沓
と
り
て
、
は
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
い

と
も
の
も
の
し
く
、
き
よ
げ
に
、
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下
襲
の
裾

長
く
曳
き
、
と
こ
ろ
狭
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
、「
あ
な
め
で
た
。

大
納
言
ば
か
り
に
沓
と
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
よ
」
と
見
ゆ
。

（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
第
一
二
三
段
。
以
下
、
本
文
・
章
段

数
も
『
集
成
』
に
よ
る
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
注
。）

　

道
隆
の
「
猿さ
る

楽ご
う

言ご
と

」
で
始
ま
る
、
引
用
部
の
ポ
イ
ン
ト
は
も
ち
ろ

ん
権
大
納
言
伊
周
が
道
隆
に
「
御
沓
と
り
て
、
は
か
せ
た
て
ま
つ
り

た
ま
ふ
」
と
い
う
異
例
さ
で
あ
る
。
伊
周
の
「
い
と
も
の
も
の
し
く
、

き
よ
げ
に
、
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下
襲
の
裾
長
く
曳
き
、
と
こ
ろ
狭
く

て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
」
姿
の
す
ば
ら
し
さ
を
描
写
し
た
上
で
、
本
来

蔵
人
頭
の
役
目
で
あ
る
沓
の
世
話
を
大
納
言
ほ
ど
の
高
位
の
方
に
さ

せ
る
道
隆
へ
の
讃
辞
と
し
て
、
作
者
は
「
あ
な
め
で
た
」
と
記
す
。

　
（
注
２
）
田
畑
千
恵
子
氏
に
よ
れ
ば
、
中
関
白
道
隆
の
生
前
・
全
盛

期
に
取
材
す
る
長
徳
元
年
四
月
ま
で
の
章
段
群
を
前
期
章
段
、
中
関

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひ
ざ
ま
ず
く
道
長

〜「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
〜

●
都
立
北
多
摩
高
等
学
校
教
諭

田
口
か
お
る
（
た
ぐ
ち
・
か
お
る
）
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白
家
没
落
後
の
年
時
を
扱
っ
た
も
の
を
後
期
章
段
と
し
た
時
、
前
期

章
段
に
は
、「
叙
述
性
」
を
特
徴
と
し
た
後
期
章
段
に
比
し
て
次
の

よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

⑴　

衣
装
描
写
・
容
貌
容
姿
に
関
す
る
描
写
を
も
つ
こ
と
。

⑵　

詳
細
な
情
景
描
写
が
あ
る
こ
と
。

⑶　

登
場
人
物
の
直
接
話
法
の
多
さ
。

⑷　
「
め
で
た
し
」「
を
か
し
」
が
⑴
や
⑵
（
章
段
の
中
に
再
現
さ

　

れ
た
場
面
全
体
）
と
い
っ
た
外
面
的
な
美
の
評
価
と
し
て
多
用

　

さ
れ
る
こ
と
。

　
「
純
粋
な
中
宮
讃
美
・
一
個
の
人
格
と
し
て
の
中
宮
に
対
す
る
ひ

た
む
き
な
讃
仰
等
が
、
単
独
で
主
題
を
形
成
す
る
章
段
」
は
む
し
ろ

後
期
章
段
に
あ
り
、
定
子
・
道
隆
・
伊
周
と
い
っ
た
主
家
の
人
々
に

よ
っ
て
、
具
体
的
な
盛
儀
（
暦
日
表
現
も
多
い
）
や
日
常
生
活
の
一

駒
が
、臨
場
感
の
あ
る
場
面
と
し
て
紙
上
に
再
現
さ
れ
る「
場
面
性
」

の
豊
か
さ
が
前
期
章
段
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」（
積
善
寺
供
養
・
二
六
〇
段
）

「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
」（
九
九
段
）
と
い
っ
た

道
隆
の
全
盛
期
を
記
し
た
段
で
は
、「
栄
華
の
当
事
者
自
身
が
そ
れ

を
見
る
視
点
」
を
導
入
し
、
道
隆
が
捉
え
た
情
景
を
道
隆
自
身
が
評

価
（
満
足
感
の
表
出
と
し
て
の
（
注
３
）「
猿
楽
言
」
な
ど
）
し
、
作

者
が
「
め
で
た
し
」
と
統
括
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
見
て
取
れ
る
と

言
わ
れ
る
。

　

本
章
段
は
全
体
的
に
も
前
述
の
二
つ
の
長
大
な
章
段
に
比
し
て
非

常
に
短
く
、
⑶
に
若
干
の
不
足
は
あ
る
が
、
田
畑
氏
の
前
期
章
段
の

特
徴
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
、
冒
頭
（
引
用
部
）
か
ら
ま
さ
し
く

全
盛
期
の
中
関
白
家
の
姿
を
呈
示
し
て
い
る
。

道
長
登
場
の
位
相

　

続
く
場
面
、
の
ち
に
栄
華
を
誇
る
道
長
が
、
こ
の
道
隆
全
盛
期
の

盛
儀
の
場
に
登
場
す
る
。
こ
の
段
は
『
枕
草
子
』
全
編
を
通
し
て
道

長
が
登
場
す
る
唯
一
の
段
で
あ
る
。

　

山
の
井
の
大
納
言
（
＝
道
頼
）、
そ
の
御
次
々
の
、
さ
な
ら
ぬ

人
々
、
黒
き
も
の
を
ひ
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
、
藤
壺
の
塀
の
も

と
よ
り
登
花
殿
の
前
ま
で
、
居
並
み
た
る
に
、
ほ
そ
や
か
に
な
ま

め
か
し
う
て
、（
道
隆
ガ
）
御
佩
刀
な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
、

や
す
ら
は
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
の
大
夫
殿
（
＝
道
長
）
は
、
戸
の
前

に
立
た
せ
た
ま
へ
れ
ば
、「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
と

思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
歩
み
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
ふ
と
居
さ
せ

た
ま
へ
り
し
こ
そ
、「
な
ほ
、
い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の

ほ
ど
に
か
」
と
、
見
た
て
ま
つ
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
か
り
し
か
。

　
「
黒
き
も
の
を
ひ
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
」
黒
い
袍
を
着
た
四
位

以
上
の
高
官
が
多
数
参
加
し
た
大
々
的
な
行
事
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
暦
日
表
現
も
な
く
、
季
節
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
何
の
行

事
で
あ
る
か
も
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
時
期
に
つ
い
て
は
、
道

隆
の
関
白
在
任
時
、
清
少
納
言
の
出
仕
時
期
、
伊
周
・
道
頼
・
道
長

の
官
職
か
ら
、清
少
納
言
の
出
仕
し
た
日
以
降
、正
暦
五
（
九
九
四
）
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年
八
月
二
十
八
日
よ
り
前
の
あ
る
日
（
次
頁
表
の
Ｃ
の
期
間
中
）
と

推
定
で
き
る
。（
次
頁
の
表
の
よ
う
に
伊
周
と
道
頼
が
共
に
大
納
言

で
あ
っ
た
時
期
は
な
い
か
ら
、
こ
の
と
き
道
頼
は
大
納
言
で
は
な
く

中
納
言
で
あ
る
。）
と
い
う
よ
り
、
こ
こ
で
明
確
な
の
は
こ
の
登
場

人
物
た
ち
の
官
位
と
政
治
的
位
置
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
宮
の
大
夫
殿
道
長
が
道
隆
に
ひ
ざ
ま
ず

い
た
出
来
事
で
あ
る
。
正
暦
元
（
九
九
〇
）
年
十
月
中
宮
大
夫
に
任

じ
ら
れ
て
い
た
道
長
は
、
翌
年
九
月
よ
う
や
く
権
大
納
言
と
な
る
が
、

同
じ
年
に
は
伊
周
は
父
の
威
光
に
よ
っ
て
一
気
に
権
中
納
言
に
な
っ

て
い
る
。「
競
射
」
な
ど
、『
大
鏡
』
の
記
事
な
ど
に
描
か
れ
る
道
長

像
か
ら
も
、
作
者
が
「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
と
感
じ
た

こ
と
は
首
肯
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
道
長
を
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
た
道
隆
を

「
な
ほ
、
い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の
ほ
ど
に
か
」
と
讃
え
る

構
図
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
以
降
こ
の

場
面
に
登
場
し
な
い
定
子
と
の
話
題
に
な
り
、
段
の
最
後
に
は
定
子

没
後
の
「
ま
い
て
、
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
は
ま
し
か
ば
、『
こ
と
わ
り
』
と
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。」
と

い
う
評
言
を
導
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
か
ら
も
作
者
が
描
き
た
か
っ
た

の
は
こ
の
出
来
事
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
道
隆
を
讃
え
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
作
者

が
統
括
す
る
と
い
う
手
法
に
お
い
て
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
質
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
位
相
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

  

（
注
４
）
渡
辺
久
寿
氏
は
前
述
の
「
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」
の
段

（
次
頁
の
表
の
Ａ
）
を
分
析
し
て
、
田
畑
氏
が
前
期
章
段
の
特
徴
と

し
て
あ
げ
ら
れ
た
要
素
を
並
べ
る
だ
け
で
、
作
者
が
「
め
で
た
し
」

と
殊
更
言
わ
な
く
て
も
道
隆
の
威
光
は
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
作
者

と
し
て
の
主
体
を
作
中
に
確
保
せ
ず
と
も
書
け
る
構
造
」
に
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、「
淑
景
舎
、春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
」
の
段
（
次

頁
の
表
の
Ｂ
）
で
は
「
め
で
た
し
」
の
語
に
内
容
以
上
の
栄
華
を
無

限
定
に
力
説
す
る
虚
構
的
機
能
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

述
べ
ら
れ
、
こ
の
段
を
「
栄
華
か
ら
没
落
へ
と
推
移
す
る
過
渡
的
章

段
」と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。（
前
年
に
道
隆
の
病
悩
＝
表
の
★
が
あ
り
、

こ
の
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。）

　

本
章
段
に
即
し
て
言
え
ば
、
引
用
部
前
半
の
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
そ
の
描
写
の
み
で
「
栄
華
」
を
描
く
に
事
足
り
て
お
り
、
主
家
一

族
の
勢
揃
い
を
も
っ
て
華
や
か
な
盛
時
を
現
出
す
る
「
絶
対
的
」
手

法
に
よ
る
表
現
と
い
え
、「
あ
な
め
で
た
」
の
語
も
順
接
的
に
付
与

さ
れ
た
言
と
い
え
る
。
翳
り
な
き
絶
頂
期
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
っ
て
充
分
表
現
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
作
者
は
さ
ら
に
道
長
を
登
場
さ
せ
、
道
隆
に
ひ
ざ
ま
ず
い

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
居
並
ぶ
四
位

以
上
の
高
官
た
ち
と
同
様
道
長
も
ひ
ざ
ま
ず
い
た
こ
と
が
描
写
と
し

て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
作
者
が
「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め

り
」
と
思
っ
た
道
長
が
、
道
隆
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
と
い
う
の
で

あ
り
、
道
長
ほ
ど
の
人
を
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
る
道
隆
を
讃
え
る
作
者
の

評
言
に
よ
っ
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
意
味
が
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。

時
期
で
は
明
ら
か
に
積
善
寺
供
養
（
表
の
Ａ
）
と
重
な
る
絶
頂
期
、
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道　

隆

伊　

周

道　

頼

道　

長

そ
の
他

989
（永祚元）
２
／
23 

内
大
臣 

37

990
（正暦元）

１
・
２
月 

長
女
定
子 

入
内
・
女
御

５
／
８ 
関
白　
38

５
／
26 
摂
政

10
／
５ 

定
子
中
宮

10
／
５ 

中
宮
大
夫 

25

７
／
２ 

兼
家
死 

62

991
（正暦２）

１
／
27 

参
議 

⒅

９
／
７ 

権
中
納
言

　
　
　 

９
／
７ 

権
中
納
言 

21

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

９
／
７ 

権
大
納
言 

26   

道
兼 

31

９
／
７ 

内
大
臣

992
（正暦３）

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

８
／
28 

権
大
納
言 

⒆

993
（正暦４）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

41

３
月　

次
女 

原
子
入
内 

　
　

    　
　

Ｃ
（
こ
の
年
の
初
春
ま
た
は
初
冬
）出
仕

　
　

清
少
納
言

994
（正暦５）

Ａ 

２
／
20 

積
善
寺
供
養 

42

　
　
　
　
　
（
中
宮
・
詮
子
行
啓
）

★
11
／
３ 

病
気

８
／
28 

内
大
臣 

21

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

８
／
28 

権
大
納
言 

24

  　

道
兼 

34

８
／
28 

右
大
臣

995
（長徳元）

Ｂ 

１
／
19 

原
子
東
宮
女
御

　

 

２
／
５ 

関
白
辞
表 

43

　

 

４
／
10 

死 

３
／
９ 

内
覧 

22

６
／
11 
死 
25

５
／
11 

内
覧 

30

６
／
19 

右
大
臣 

氏
長
者

  

道
兼 

35

４
／
27 

関
白 

５
／
８ 

死

996
（長徳２）

１
／
16 

花
山
院
に
矢
を
射
か
け
る

（
長
徳
の
変
）

４
／
24 

大
宰
権
帥 

23

５
／
１ 

定
子
出
家

12
／
16 

定
子
脩
子
内
親
王
出
産

いずれの１日

（　）内の数字は年齢
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前
期
章
段
に
位
置
す
る
本
章
段
だ
が
、
作
者
が
「
視
点
」
と
し
て
の

み
機
能
し
、
場
面
の
叙
述
に
徹
す
る
と
い
う
あ
り
か
た
で
は
な
い
。

こ
こ
で
宮
の
大
夫
と
し
て
登
場
す
る
道
長
は
も
ち
ろ
ん
の
ち
の
権
力

者
で
あ
り
、
後
半
部
の
展
開
に
よ
れ
ば
、
の
ち
の
政
界
の
権
力
構
造

を
背
景
に
し
て
「
相
対
的
」
に
盛
時
を
逆
照
射
す
る
と
い
う
、
他
の

段
に
比
し
て
異
質
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
前
述

の
渡
辺
氏
が
「
過
渡
的
章
段
」
に
頻
出
す
る
「
め
で
た
し
」
と
同
等
、

ま
た
は
そ
れ
以
上
に
「
栄
華
を
無
限
定
に
力
説
す
る
」
叙
述
意
識
が

働
い
て
い
る
と
い
え
、
絶
頂
期
の
記
事
で
あ
り
な
が
ら
、
翳
り
を
内

包
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

後
日
譚
の
時
期

　
「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」
の
段
後
半
は
、
前
半
の
記
事
を
ど
の
よ

う
に
受
け
る
か
と
い
う
点
で
い
く
つ
も
の
解
釈
が
存
在
し
、
一
定
の

説
を
見
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
解
釈
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
①

〜
⑤
の
部
分
で
あ
る
。

　

中
納
言
の
君
の
、
①
「
忌
日
」
と
て
、
く
す
し
が
り
、
行
な

ひ
た
ま
ひ
し
を
、
②
「
賜
へ
、
そ
の
数
珠
し
ば
し
。
行
な
ひ
し
て
、

③
め
で
た
き
身
に
な
ら
む
」
と
、
借
る
と
て
、
集
ま
り
て
笑
へ
ど
、

な
ほ
、
い
と
こ
そ
め







で
た
け
れ
。

　

御
前
に
、
き
こ
し
め
し
て
、

「
仏
に
な
り
た
ら
む
こ
そ
は
、
④
こ
れ
よ
り
は
ま
さ
ら
め
」

と
て
、
う
ち
ゑ
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
ま
た
、
め










で
た
く
な
り
て
ぞ
、

見
た
て
ま
つ
る
。
大
夫
殿
の
居
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
か
へ
す
が
へ

す
き
こ
ゆ
れ
ば
、

「
例
の
、
⑤
念
ひ
人
」

と
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
…
…
。

　

ま
い
て
、
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は

ま
し
か
ば
、「
こ
と
わ
り
」
と
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。

   

紙
面
の
都
合
上
、
主
な
解
釈
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

旧
全
集

集
成

新
大
系

新
全
集

①

中
納
言
の
君
の

親
族
の
命
日

道
隆
の
命
日

中
納
言
の
君
の

近
親
の
命
日

中
納
言
の
君
の

近
親
の
命
日

② 

道
隆
の
猿
楽
言

他
の
女
房
の

言

作
者
の
言

作
者
の
言 

③

来
世
の
す
ば
ら

し
い
身
の
上

関
白
の
よ
う

な
立
派
な
身

中
宮
様
の
よ

う
な
身

関
白
の
よ
う

な
立
派
な
身

④

関
白 

関
白

中
宮

関
白   

⑤

道
長

道
隆

道
長

道
長   

時
期

行
事
直
後

道
隆
没
後

道
隆
没
後  

行
事
直
後
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大
き
な
違
い
は
、
最
後
の
評
言
を
除
き
、
こ
の
後
半
部
の
後
日
譚

を
道
隆
の
死
後
の
出
来
事
と
す
る
か
、
前
半
部
の
行
事
か
ら
そ
う
遠

く
な
く
絶
頂
期
の
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
る
か
に
あ
る
。

　

詳
細
を
述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
言
え
ば

描
写
の
み
で
自
立
す
る
ま
で
の
記
事
で
は
な
く
、
波
線
部
「
め
で
た

し
」
の
語
の
み
が
目
立
つ
。
道
隆
を
讃
え
る
た
め
道
長
が
ひ
ざ
ま
ず

く
様
子
を
繰
り
返
し
た
作
者
に
、
定
子
が
道
長
を
「
例
の
念
ひ
人
」

と
切
り
返
す
と
み
れ
ば
、
定
子
の
機
知
、
明
る
さ
が
出
て
「
完
」
と

は
な
る
が
、「
行
な
ひ
し
て
、
め
で
た
き
身
に
な
ら
む
」
の
発
言
を

皆
で
笑
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
定
子
が
「
仏
に
な
り
た
ら
む
こ
そ
、

こ
れ
よ
り
は
ま
さ
ら
め
」
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
何
が
「
め
で

た
し
」
か
「
め
で
た
く
な
る
」
の
か
明
確
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
前

期
章
段
の
書
き
ぶ
り
で
は
な
い
。

　

し
か
し
記
事
を
道
隆
死
後
の
没
落
期
の
出
来
事
と
し
た
時
、『
集

成
』
説
で
は
女
房
た
ち
の
不
謹
慎
な
や
り
と
り
を
定
子
に
伝
え
る
こ

と
は
告
げ
口
め
い
て
か
え
っ
て
定
子
を
悲
し
ま
せ
る
こ
と
と
な
り
、

道
長
の
行
為
を
思
い
出
と
し
て
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
現

在
の
不
如
意
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
道
隆
讃
美
は
空
虚
に
響
い
て
し

ま
う
こ
と
と
な
る
。『
新
大
系
』
説
も
、
前
の
行
事
で
道
長
が
ひ
ざ

ま
ず
い
た
際「
な
ほ
、い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の
ほ
ど
に
か
」

と
感
じ
た
作
者
が
、
道
隆
没
後
の
不
遇
で
あ
っ
て
も
「
現
世
で
中

宮
と
な
っ
た
定
子
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
身
の
上
に
な
り
た
い
」
と

言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
定
子
に
伝
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
「
仏

に
な
り
た
ら
む
こ
そ
…
…
」
の
こ
と
ば
は
や
は
り
不
遇
を
浮
き
彫
り

に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
後
半
は
『
新
全
集
』
の
よ
う
に
前
の
行

事
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
、
道
隆
の
全
盛
期
と
い
え
る
頃
の
定
子

と
の
や
り
と
り
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
表
現

方
法
を
規
定
し
て
い
る
の
は
記
事
の
時
期
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
意

識
で
あ
り
、
本
章
段
に
つ
い
て
言
え
ば
末
尾
の
評
言
が
明
確
に
指
向

す
る
よ
う
に
、
中
関
白
家
の
栄
華
の
翳
り
を
投
影
し
て
道
長
の
栄
華

か
ら
逆
照
射
す
る
表
現
意
識
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。
本
章
段
は
、『
枕
草
子
』
が
道
隆
一
族
の
華
や
か
で
明

る
い
世
界
を
現
出
し
な
が
ら
、
あ
か
ら
さ
ま
に
は
語
ら
な
い
主
家
一

族
の
運
命
の
変
転
を
引
き
受
け
つ
つ
表
現
す
る
意
識
が
か
い
ま
見
え

る
章
段
で
あ
る
。

注
１　

三
田
村
雅
子
氏
「
枕
草
子
の
表
現
構
造―

日
ざ
し
と
宮
仕
え
讃

美
と―

」
他　
『
枕
草
子　

表
現
の
論
理
』
有
精
堂
一
九
九
五
・

二
所
収
の
一
連
の
論
文

注
２　

田
畑
千
恵
子
氏
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
讃
美
の
構
造―

朗
詠

と
伊
周
像
を
め
ぐ
っ
て―

」　
『
中
古
文
学
論
攷
』
第
六
号　

一

九
八
五
・
十　
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
方
法―

中
関
白
家
盛

時
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
古
文
学
』
第
三
十
六
号　

一
九

八
六
・
三
他　

一
連
の
論
文

注
３　
『
枕
草
子
』
で
、
道
隆
の
「
猿
楽
言
」
が
描
か
れ
る
の
は
「
関

白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」
の
段
、「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り

た
ま
ふ
ほ
ど
」
の
段
と
こ
の
段
の
み
。

注
４　

渡
辺
久
寿
氏
「
日
記
回
想
章
段　

栄
華
か
ら
没
落
へ
・
そ
の
「
過

渡
的
章
段
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
学
』
一
九
八
八
・
四




