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一
、
は
じ
め
に

　

従
来
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
叙
述
か
ら
作
者
の
兼
家
に
対
す

る
思
い
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
方
向
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
福
家
﹇
二
〇
一
一
﹈
が
「
虚
構
の
世
界
を
創
出
す
る
に
至
っ
た
、
書
き
手
の
書
か

れ
ざ
る
内
面
を
推
測
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
文
学
性
を
担
保
し
て
き
た
部
分
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
書
き
手
の
内
面
を
中
心
化
す
る
こ
と
で
、
作
品
上
の
問
題

を
す
べ
て
書
き
手
の
問
題
、
作
者
の
問
題
に
解
消
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
こ
う
し
た
視
点
以
外
か
ら
下
巻
を
捉
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
稿
者
は
作
者
の
内
面
、
心
情
な
ど
の
推
測

に
拠
ら
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
が
ら
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
考
察
を
進
め
て
き
た）1
（

。
下
巻

に
は
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
工
夫
や
試
み
が
多
く
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

見
通
し
を
稿
者
は
持
っ
て
い
る
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
含
ま
れ
る
「
養
女
求
婚
記
事）2
（

」
の
中
に
、
道
綱
が
遠
度
の
も
と

か
ら
「
女
絵
」
を
持
ち
帰
り
、
そ
の
絵
に
道
綱
母
が
和
歌
を
書
き
つ
け
て
返
す
記
事
が
あ

る
。
ま
ず
は
以
下
に
本
文
を
挙
げ
る
。

　

助
を
明
け
暮
れ
呼
び
ま
と
は
せ
ば
、
常
に
も
の
す
。（
ａ
）
女
絵
を
か
し
く
描
き

た
り
け
る
が
あ
り
け
れ
ば
、
取
り
て
、
懐
に
入
れ
て
持
て
き
た
り
。
見
れ
ば
、（
ｂ
）

釣
殿
と
お
ぼ
し
き
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
中
島
の
松
を
ま
ぼ
り
た
る
女
あ
り
。
そ

こ
も
と
に
、
紙
の
端
に
書
き
て
、
か
く
お
し
つ
く
。

い
か
に
せ
む
池
の
水
波
さ
わ
ぎ
て
は
心
の
う
ち
の
ま
つ
に
か
か
ら
ば

ま
た
、（
ｃ
）
や
も
め
住
み
し
た
る
男
の
、
文
書
き
さ
し
て
つ
ら
づ
ゑ
つ
き
て
、
も

の
思
ふ
さ
ま
し
た
る
と
こ
ろ
に
、

さ
さ
が
に
の
い
づ
こ
と
も
な
く
吹
く
風
は
か
く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぞ
す
ら
し
も

と
も
の
し
て
、（
ｄ
）
持
て
帰
り
置
き
け
り
。 

（
天
延
二
年
四
月
、
三
三
九
〜
三
四
〇
頁
）

当
該
記
事
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、
こ
れ
が
確
認
で
き
る
初
出
例
で
あ
る
「
女
絵
」
な

る
も
の
の
実
態
を
探
る
も
の）3
（

、
あ
る
い
は
養
女
求
婚
記
事
か
ら
道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係

性
を
読
み
取
る
た
め
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）4
（

。
本
稿

で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
記
作
者
の
内
面
を
探
る
よ
う
な
方
向
よ

り
も
、
本
文
の
表
現
と
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
事
象
を
よ
り
丁
寧
に
捉
え
る
こ
と
で
、
そ

の
工
夫
の
あ
り
よ
う
に
迫
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　

傍
線
部
（
ｂ
）（
ｃ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
と
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
道
綱
母
の
詠
歌
に
つ

い
て
、
従
来
は
作
者
と
兼
家
と
の
姿
を
重
ね
た
り
、
あ
る
い
は
作
者
と
遠
度
と
の
姿
を
重

ね
た
り
す
る
よ
う
な
読
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
（
ｂ
）
に
つ
け
ら
れ
た
和
歌
に
つ

い
て
は
、
兼
家
あ
る
い
は
遠
度
を
待
つ
道
綱
母
の
姿
を
想
起
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、（
ｃ
）
は
男
の
姿
が
書
か
れ
た
絵
に
女
の
視
点
か
ら
詠
ま
れ
た
和
歌
を
書
き
つ
け

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、（
ｂ
）
と
同
様
に
画
中
人
物
に
感
情
移
入
し
て
詠
ん
だ
と
見
る
だ

け
で
は
把
握
し
難
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
（
ｃ
）
の
絵
の
構
図
と
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
和
歌
の
表
現

を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
該
記
事
が
養
女
求
婚
記
事
、
ひ
い
て
は
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
養

女
求
婚
記
事
に
お
け
る
表
現
の
検
討
も
あ
わ
せ
て
、
下
巻
の
持
つ
、
上
巻
お
よ
び
中
巻
と

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
「
女
絵
」

│
│ 「
養
女
求
婚
記
事
」
に
見
え
る
連
関
性
を
中
心
に 

│
│
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異
な
る
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

二
、「
女
絵
」
と
和
歌

　

傍
線
部
（
ａ
）
に
は
、
道
綱
が
女
絵
を
懐
に
入
れ
て
遠
度
邸
か
ら
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
、

ま
た
傍
線
部
（
ｄ
）
に
は
、
道
綱
が
女
絵
を
遠
度
の
も
と
に
戻
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
書
き
ぶ
り
は
、
あ
た
か
も
道
綱
が
自
ら
の
意
志
で
自
発
的
に
行
っ
た
か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
川
名
﹇
二
〇
〇
〇
﹈

で
は
、「
こ
の
絵
が
遠
度
自
身
か
ら
の
発
信
で
あ
る
か
は
不
明
瞭
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
遠

度
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
言
及
し
て
い
る
。
遠
度
か
ら
道
綱
母
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
っ
た
と
す
る
と
、
絵
の
移
動
が
道
綱
独
自
の
判
断
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な

い
。
道
綱
と
遠
度
、
お
よ
び
道
綱
と
道
綱
母
と
の
間
で
あ
っ
た
何
ら
か
の
や
り
と
り
が
省

略
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
絵
は
遠
度
か
ら
道
綱
を
介
し
て
道

綱
母
の
も
と
へ
も
た
ら
さ
れ
、
道
綱
母
か
ら
道
綱
を
介
し
て
遠
度
の
も
と
へ
戻
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
川
名
論
文
で
は
、
道
綱
母
が
和
歌
に
よ
っ
て
絵
に
描
か
れ
た
男
女
の

関
係
性
を
作
り
上
げ
、
自
分
と
兼
家
と
の
関
係
を
そ
こ
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
道
綱
母
が
歌
を
付
け
た
後
、
絵
が
遠
度
に
返
却

さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
絵
に
込
め
ら
れ
た
遠
度
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
だ

け
で
は
な
く
、
道
綱
母
か
ら
遠
度
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
可

能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
該
記
事
で
絵
に
添
え
ら
れ
た
和
歌
は
、
道
綱
母
か
ら
遠
度
へ

の
返
歌
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

傍
線
部
（
ｂ
）「
中
島
の
松
を
ま
ぼ
り
た
る
女
」
の
構
図
か
ら
ま
ず
連
想
さ
れ
る
の
は
、

来
な
い
男
を
待
っ
て
い
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
道
綱
母
は
、「
松
」
を
「
待
っ

て
い
る
」
意
で
は
な
く
、「
あ
だ
し
心
」
を
表
す
「
末
の
松
山
」
に
詠
み
か
え
た
和
歌
を

添
え
て
い
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
、
贈
歌
の
意
を
翻
し
て
返
歌
と
す
る
贈
答
歌
の
切
り
返

し
方
に
則
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
傍
線
部
（
ｃ
）、
や
も
め
の
男
が
手
紙
を
書
き
さ
し

て
い
る
絵
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
明
確
で
あ
る
。
絵
は
「
も
の
思
ふ
さ
ま
し
た
る
」
男
の
姿

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
綱
母
は
そ
れ
を
多
数
の
女
の
も
と
へ
手
紙
を

書
き
散
ら
し
て
い
る
男
の
姿
と
捉
え
て
和
歌
を
つ
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
絵
と
和
歌
の
状

況
が
異
な
る
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

絵
に
和
歌
を
添
え
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
池
田
﹇
一
九
八
四
﹈、
池
田
﹇
一
九
八
五
﹈

に
詳
し
い
。
池
田
﹇
一
九
八
四
﹈
で
は
、
私
的
な
享
受
に
用
い
ら
れ
る
「
紙
絵
」
に
つ
い

て
、「
図
様
そ
の
も
の
が
物
語
絵
の
そ
れ
に
直
接
関
係
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
日
常
的
な

営
み
の
中
で
、
絵
を
描
く
こ
と
、
楽
し
む
こ
と
、
特
に
和
歌
を
そ
れ
に
詠
み
込
む
こ
と
の

浸
透
ぶ
り
を
充
分
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
歌
絵
」
の
存
在
も
参
考
と
な
ろ
う）5
（

。
伊
井
﹇
一
九
九
二
﹈
は
「
歌
絵
」

の
「
い
わ
ば
絵
と
歌
に
よ
る
贈
答
歌
が
成
り
立
つ
」
性
質
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、

絵
と
和
歌
と
の
密
接
な
在
り
方
が
み
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
同
論
文
で
は
、『
紫
式
部
集
』

お
よ
び
『
四
条
宮
下
野
集
』
に
お
け
る
「
歌
絵
」
の
用
例
か
ら
、「
そ
の
歌
絵
か
ら
、
下

野
は
ど
の
よ
う
な
発
想
の
歌
を
詠
む
の
か
、
そ
こ
に
小
民
部
の
興
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
い

え
よ
う
。
宣
孝
と
て
自
分
の
思
い
を
古
歌
に
託
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
の
で
は
な

く
歌
絵
に
し
て
遣
わ
し
た
わ
け
で
、
そ
の
絵
を
解
釈
し
て
返
し
て
く
る
紫
式
部
の
歌
に
彼

は
も
っ
と
も
関
心
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
蜻
蛉
日
記
』

よ
り
後
代
の
例
で
あ
る
が
、
文
才
で
名
の
知
れ
た
女
性
に
、
そ
の
返
歌
を
期
待
し
て
絵
を

渡
し
た
と
い
う
点
は
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
〇
世
紀
後
半
の
「
女
絵
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
絵
に
遠
度

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
記
事
の
「
女
絵
」
は
あ
る
意
味
で

「
歌
絵
」
的
な
性
格
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
記
事
の
「
女
絵
」
が
、

道
綱
母
か
ら
の
返
歌
を
期
待
し
て
遠
度
邸
か
ら
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
中
で
絵
に
和
歌
を
付
け
る
例
と
い
え
ば
、
中
巻
に
お
け
る
屏
風
歌
詠
進

記
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。
安
和
二
年
八
月
、
師
尹
五
十
賀
の
際
に
屏
風
を
作
る
と
い
う
こ

と
で
、
頼
忠
か
ら
依
頼
を
受
け
る
記
事
で
あ
る
。

八
月
に
な
り
ぬ
。
そ
の
こ
ろ
、
小
一
条
の
左
大
臣
の
御
と
て
、
世
に
の
の
し
る
。
左

衛
門
督
の
、
御
屏
風
の
こ
と
せ
ら
る
る
と
て
、
え
さ
る
ま
じ
き
た
よ
り
を
は
か
ら
ひ

て
、
責
め
ら
る
る
こ
と
あ
り
。
絵
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
か
き
い
だ
し
た
る
な
り
。
い
と

し
ら
じ
ら
し
き
こ
と
と
て
、
あ
ま
た
た
び
返
す
を
、
責
め
て
わ
り
な
く
あ
れ
ば
、
宵

の
ほ
ど
、
月
見
る
あ
ひ
だ
な
ど
に
、
一
つ
二
つ
な
ど
思
ひ
て
も
の
し
け
り
。
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蜻
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（
安
和
二
年
八
月
、
一
八
四
頁
）

兼
家
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
化
す
る
安
和
年
間
に
、
実
頼
息
で
あ
る
頼
忠
の
依
頼
に
よ
っ

て
道
綱
母
が
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
議
論
が
あ
る）6
（

。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
の
屏
風
歌
詠
進
が
道
綱
母
の
歌
人
と
し
て
の
才
能
を
認
め
た
上
で
要
請
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
揺
る
が
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
宮
仕
え
を
し
て
い
な
い
女
性
が

屏
風
歌
を
詠
進
す
る
例
が
具
体
的
に
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
、
そ
の
証
左
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
う
し
た
中
巻
の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
下
巻
の
女
絵
記
事
も
、
道
綱
母
の
和
歌

の
才
能
を
認
め
た
上
で
、
遠
度
が
そ
の
和
歌
を
期
待
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
養
女
求
婚
記
事
に
お
け
る
遠
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
道
綱
母

と
の
「
男
女
の
交
渉
」
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た）7
（

よ
う
に
、
養
女
で
は
な
く
道
綱
母
と

の
や
り
と
り
が
中
心
に
記
さ
れ
て
い
る
。
遠
度
は
、
道
綱
を
介
し
て
、
あ
る
い
は
直
接
道

綱
母
の
元
を
訪
れ
て
交
渉
を
楽
し
ん
で
い
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

か
ら
見
て
も
、
遠
度
が
道
綱
母
の
和
歌
を
求
め
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。

　

な
お
、
屏
風
歌
以
外
で
、
絵
に
和
歌
を
付
け
る
よ
う
依
頼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
も
、

若
干
見
出
さ
れ
る
。『
三
十
六
人
集
』
収
載
『
能
宣
集
』
三
二
一
番
詞
書
に
は
、「
き
さ
い

の
宮
の
お
ほ
せ
ご
と
に
て
、
ゑ
に
つ
け
さ
せ
た
ま
ふ
、
た
か
き
山
の
い
と
心
ぼ
そ
く
て
、

人
も
ほ
ふ
し
も
む
げ
に
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
長
能
集
』
八
〇
番
詞
書
に
は
、

「
同
じ
院
の
、
御
手
づ
か
ら
か
み
ゑ
か
か
せ
給
ひ
て
、
人
々
に
歌
つ
け
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、

秋
の
前
栽
さ
き
み
だ
れ
た
る
も
み
ぢ
お
も
し
ろ
き
所
に
」
と
あ
る
。「
同
じ
院
」
と
は
花

山
院
の
こ
と
で
あ
る
。
花
山
院
に
つ
い
て
は
、『
公
任
集
』
三
一
二
番
詞
書
に
も
「
花
山

院
の
か
か
せ
た
ま
へ
る
か
み
ゑ
に
う
た
つ
け
て
給
は
せ
た
り
け
る
に
、
人
々
さ
る
べ
き
所

は
つ
け
は
て
て
な
か
り
け
れ
ば
、
人
の
つ
る
か
ひ
て
ふ
み
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
る
所
に
」
と

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
非
常
に
高
貴
な
人
物
か
ら
の
依
頼
ゆ
え
、『
蜻
蛉
日
記
』

下
巻
の
当
該
記
事
と
同
様
の
例
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
が
、
絵
と
和
歌
と
が
密
着
す
る

例
と
し
て
注
目
し
て
お
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
該
記
事
で
は
女
絵
に
つ
け
ら
れ
た
道
綱
母
の
詠
歌
が
遠
度
の
も
と
に
渡

る
わ
け
だ
が
、
養
女
求
婚
記
事
中
に
は
同
様
に
、
道
綱
母
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
思
し
き

和
歌
が
近
し
い
人
々
の
手
に
渡
っ
て
ゆ
く
記
事
が
あ
る
。「
い
ま
さ
ら
に
い
か
な
る
こ
ま

か
な
つ
く
べ
き
す
さ
め
ぬ
草
と
の
が
れ
に
し
身
を
」
と
い
う
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は

遠
度
に
よ
っ
て
破
り
取
ら
れ
、
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
持
ち
出
さ
れ
た

和
歌
は
兼
通
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

昨
夜
見
せ
し
文
、
枕
上
に
あ
る
を
み
れ
ば
、
わ
が
破
る
と
思
ひ
し
と
こ
ろ
は
こ
と

に
て
、
ま
た
破
れ
た
る
と
こ
ろ
あ
る
は
、
あ
や
し
、
と
思
ふ
は
、
か
の
返
り
ご
と
せ

し
に
、「
い
か
な
る
こ
ま
か
」
と
あ
り
し
こ
と
の
、
と
か
く
書
き
つ
け
た
り
し
を
、

破
り
取
り
た
る
な
べ
し
。 

（
天
延
二
年
五
月
、
三
四
八
頁
）

　

宵
の
ほ
ど
、
火
と
も
し
、
台
な
ど
も
の
し
た
る
ほ
ど
に
、
せ
う
と
と
お
ぼ
し
き
人
、

近
う
は
ひ
寄
り
て
、
懐
よ
り
、
陸
奥
紙
に
て
ひ
き
む
す
び
た
る
文
の
、
枯
れ
た
る
薄

に
さ
し
た
る
を
、
取
り
出
で
た
り
。「
あ
や
し
、
誰
が
ぞ
」
と
言
へ
ば
、「
な
ほ
御
覧

ぜ
よ
」
と
言
ふ
。
開
け
て
、
火
影
に
見
れ
ば
、
心
つ
き
な
き
人
の
手
の
筋
に
い
と
よ

う
似
た
り
。
書
い
た
る
こ
と
は
、「
か
の
『
い
か
な
る
こ
ま
か
』
と
あ
り
け
む
は
い

か
が
、霜

枯
れ
の
草
の
ゆ
か
り
ぞ
あ
は
れ
な
る
こ
ま
が
へ
り
て
も
な
つ
け
て
し
が
な

あ
な
心
苦
し
」
と
ぞ
あ
る
。
わ
が
人
に
言
ひ
や
り
て
、
く
や
し
と
思
ひ
し
こ
と
の
七

文
字
な
れ
ば
、
い
と
あ
や
し
。
…
… 

（
天
延
二
年
十
月
、
三
五
四
〜
三
五
五
頁
）

こ
う
し
た
和
歌
の
流
出
は
、
兼
家
の
兄
弟
と
い
う
近
し
い
関
係
の
人
々
の
間
で
の
和
歌
享

受
の
さ
ま
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
再
構
成
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う

特
徴
が
こ
こ
に
は
指
摘
で
き
る）8
（

。
女
絵
の
記
事
も
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
つ
絵
と
そ
こ
に

付
さ
れ
た
和
歌
が
他
人
の
手
に
渡
っ
て
ゆ
く
事
態
を
、
遠
度
の
積
極
的
関
与
や
道
綱
母
の

反
応
を
あ
え
て
記
さ
ず
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
当
該
記
事
は
「
い
ま
さ
ら

に
」
詠
の
和
歌
流
出
記
事
と
類
似
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、
女
絵
記
事
に
お
い
て
、
遠
度
が
絵
を
よ
こ
す
行
為
そ
れ
自
体
が
、
道
綱
母
の
和

歌
を
求
め
る
行
為
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
察
し
た
。
次
節
で
は
、
当
該
記
事
が
一
連
の
求

婚
記
事
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
、
女
絵
の
構
図
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
。

三
、「
や
も
め
」
の
構
図
と
養
女
求
婚
記
事

　

一
般
的
な
女
絵
の
構
図
と
し
て
、
池
田
﹇
一
九
八
四
﹈
に
次
の
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
挙
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げ
ら
れ
て
い
る
。

㈠
垣
間
見
、
㈡
女
の
家
を
訪
れ
面
会
を
求
め
る
男
、
㈢
対
面
し
語
り
合
う
男
女
、
㈣

独
り
住
み
の
男
、
或
い
は
女
、
㈤
手
紙
を
書
く
男
、
或
い
は
女

ま
た
、「
や
は
り
人
家
は
重
要
で
、
画
中
人
物
は
そ
の
外
か
ら
見
え
る
場
所
に
配
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
簀
子
縁
、
簾
を
巻
き
上
げ
た
廂
の
間
、
釣
殿
、
籬

の
か
た
わ
ら
、
と
い
っ
た
伝
統
的
な
場
所
が
想
像
さ
れ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当

該
記
事
の
構
図
は
、「
釣
殿
と
お
ぼ
し
き
高
欄
に
お
し
か
か
り
て
、
中
島
の
松
を
ま
ぼ
り

た
る
女
」
が
「
釣
殿
」
と
い
う
場
所
に
、「
や
も
め
住
み
し
た
る
男
の
、
文
書
き
さ
し
て

つ
ら
づ
ゑ
つ
き
て
、
も
の
思
ふ
さ
ま
し
た
る
」
が
㈣
お
よ
び
㈤
の
パ
タ
ー
ン
に
該
当
す
る
。

い
ず
れ
も
特
に
か
わ
っ
た
構
図
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
構
図
の
絵
が
日
記
中
に
叙
述
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
先

行
研
究
で
は
主
に
、
二
枚
の
絵
に
託
さ
れ
た
男
女
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
守
屋
﹇
一
九
九
一
﹈
で
は
、「
兼
家
に
執
す
る
心
の
強
い
道
綱
母
が
、
絵
柄
に

触
発
さ
れ
て
ゆ
く
り
も
な
く
そ
の
心
の
内
を
歌
に
託
し
て
表
出
し
た
体
の
も
の
と
見
做
す

べ
き
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
ま
た
川
名
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
で
は
、「
こ
の
女
絵
二
図
に
は
男
の

求
愛
の
意
図
が
濃
厚
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
…
（
中
略
）
…
こ
こ
の
、
絵
に
裏

打
ち
さ
れ
た
道
綱
母
の
歌
が
醸
成
す
る
物
語
に
は
、
兼
家
の
存
在
が
響
か
さ
れ
て
こ
そ
彼

女
に
と
っ
て
感
情
移
入
し
得
る
画
面
と
な
る
は
ず
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

諸
氏
の
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
点
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。（
ｂ
）
の
絵
と
和
歌
に

つ
い
て
は
従
来
説
が
あ
る
程
度
み
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
は
じ
め
に
」
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
道
綱
母
の
感
情
を
投
影
し
て
い
る
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
把
握
し
き
れ

な
い
（
ｃ
）
の
絵
と
和
歌
に
つ
い
て
は
、
特
に
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
以
降
、

（
ｃ
）
の
「
や
も
め
住
み
し
た
る
男
」
の
構
図
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
「
や
も
め
」
と
い
う
語
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
に
は
恋
愛
の
雰
囲
気
を
持

つ
こ
と
も
多
い
語
で
あ
る
。
当
該
の
絵
に
お
い
て
も
、「
や
も
め
住
み
し
た
る
男
」
を
、

養
女
あ
る
い
は
道
綱
母
の
恋
の
相
手
と
し
て
の
遠
度
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

一
方
で
兼
家
の
姿
を
重
ね
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
守
屋
﹇
一
九
九
一
﹈
な
ど
）。
こ
う
し
た

視
点
か
ら
「
男
」
を
遠
度
あ
る
い
は
兼
家
で
あ
る
と
比
定
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
視
点
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、「
や
も
め
」
の
絵
に
和
歌
が
付
け

ら
れ
た
用
例
を
私
家
集
よ
り
掲
出
す
る
と
、
恋
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
わ
せ
て
看
取

さ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

絵
も
の
が
た
り
に
ね
び
た
る
や
も
め
な
る
な
が
め
て
ゐ
た
る
と
こ
ろ

な
が
む
れ
ば
く
も
ら
ぬ
月
の
う
ら
や
ま
し
い
か
で
浮
世
を
出
で
て
住
む
ら
ん

 

（『
公
任
集
』・
三
一
四
）

「
浮
世
を
出
で
て
住
む
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
こ
の
『
公
任
集
』
三
一
四
番
歌
の
「
や

も
め
」
の
絵
は
寂
し
い
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば
世
を
遁
れ
て
い
る
よ

う
に
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
こ
で
、（
ｃ
）
の
絵
に
つ
い
て
も

同
様
の
雰
囲
気
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
や
も
め
」
の
絵
と
、

次
に
掲
げ
る
当
該
記
事
直
前
の
記
述
と
の
連
続
性
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

さ
く
ね
り
て
も
、
又
の
日
、「
助
の
君
、
今
日
人
の
が
り
も
の
せ
む
と
す
る
を
、

も
ろ
と
も
に
寮
に
、
と
聞
こ
え
に
な
む
」
と
て
、
門
に
も
の
し
た
り
。
例
の
硯
乞
へ

ば
、
紙
置
き
て
出
だ
し
た
り
。
入
れ
た
る
を
見
れ
ば
、
あ
や
し
う
わ
な
な
き
た
る
手

に
て
、「
昔
の
世
に
い
か
な
る
罪
を
つ
く
り
侍
り
て
、
か
う
妨
げ
さ
せ
給
ふ
身
と
な

り
侍
り
け
む
。
あ
や
し
き
さ
ま
に
の
み
な
り
ま
さ
り
侍
る
は
、
な
り
侍
ら
む
こ
と
も

い
と
か
た
し
。
さ
ら
に
さ
ら
に
聞
こ
え
さ
せ
じ
。
今
は
高
き
峰
に
な
む
登
り
侍
る
べ

き
」
な
ど
、
ふ
さ
に
書
き
た
り
。
か
へ
り
ご
と
、「
あ
な
お
そ
ろ
し
や
。
な
ど
か
う

は
の
た
ま
は
す
ら
む
。
う
ら
み
聞
こ
え
給
ふ
べ
き
人
は
、
こ
と
に
こ
そ
侍
る
べ
か
め

れ
。
峰
は
知
り
侍
ら
ず
。
谷
の
し
る
べ
は
し
も
」
と
書
き
て
出
だ
し
た
れ
ば
、
助
ひ

と
つ
に
乗
り
て
も
の
し
ぬ
。
助
の
た
ま
は
り
馬
、
い
と
う
つ
く
し
げ
な
る
を
と
り
て

帰
り
た
り
。 

（
天
延
二
年
四
月
、
三
三
七
〜
三
三
八
頁
）

　

こ
れ
は
、
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
結
婚
の
日
取
り
に
し
び
れ
を
き
ら
し
た
遠
度
が
、
道

綱
母
邸
を
訪
れ
て
恨
み
言
を
述
べ
る
記
事
で
あ
る
。
傍
線
部
「
今
は
高
き
峰
に
な
む
登
り

侍
る
べ
き
」
と
い
う
遠
度
の
言
葉
は
遁
世
の
雰
囲
気
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
先
に
私
家
集

の
用
例
で
確
認
し
た
「
や
も
め
」
の
構
図
と
も
似
通
っ
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事

に
は
遠
度
が
孤
独
感
を
訴
え
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
や
も
め
」
の
孤
独

な
様
子
と
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
求
婚
者
で
あ
る
遠
度
が
「
や
も

め
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
女
絵
の
記
事
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
の
で
あ
る
。
女
絵
の
記
事
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
求
婚
記
事
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
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で
は
な
く
、
直
前
の
叙
述
と
連
続
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
波
線
部
「
例
の
硯
乞
へ
ば
、
紙
置
き
て
出
だ
し
た
り
。
入
れ
た
る
を
見
れ
ば
、

あ
や
し
う
わ
な
な
き
た
る
手
に
て
」
と
い
う
箇
所
で
は
、
遠
度
の
筆
跡
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
目
配
り
し
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
が
、
女
絵
の
記
事
周
辺
に
は
兼

家
の
手
紙
を
求
め
る
記
事
が
置
か
れ
て
い
る
。
波
線
部
は
、
こ
う
し
た
叙
述
と
も
緩
や
か

に
つ
な
が
っ
て
く
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
養
女
求
婚
記
事
に
お
け
る
手
紙
と
「
女
絵
」

　
　

│
│
「
書
か
れ
た
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│

　

次
に
、（
ｃ
）
の
絵
に
描
か
れ
た
「
ふ
み
書
き
さ
し
て
」
と
い
う
表
現
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
女
絵
記
事
と
前
後
の
求
婚
記
事
と
の
関
連
性
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
手
紙
が
絵
に

描
か
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
先
に
引
用
し
た
池
田
﹇
一
九
八
四
﹈
で
も
女
絵
の
一
般
的
な

構
図
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
通
り
、
当
時
の
絵
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
中
で
も
特
に
私
家
集
に
見
ら
れ
る
用
例
を
挙
げ
る
。

や
り
み
づ
の
つ
ら
に
き
く
さ
け
り
、
を
と
こ
ふ
み
か
く

あ
か
れ
つ
つ
か
げ
も
み
る
べ
く
み
ぎ
は
な
る
き
く
に
こ
ひ
し
き
人
は
な
ら
な
む

 
（『
中
務
集
』・
一
五
）

四
条
の
后
の
さ
う
し
の
絵
に
よ
め
る
、
を
う
な
の
け
さ
う
ぶ
み
か
け
る
を
、
と

も
だ
ち
ど
も
の
み
れ
ば

あ
き
な
れ
ば
た
れ
も
い
ろ
に
ぞ
な
り
に
け
る
人
の
心
に
つ
ゆ
や
お
く
ら
む

 

（『
重
之
集
』・
一
五
）

『
中
務
集
』
一
五
番
詞
書
は
、
一
一
番
詞
書
に
「
三
条
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
権
中
納
言

と
つ
か
う
ま
つ
れ
る
屏
風
の
絵
に
」
と
あ
る
の
で
、
絵
の
構
図
を
説
明
し
た
も
の
と
わ
か

る
。
こ
こ
か
ら
も
、
手
紙
を
書
い
て
い
る
男
の
構
図
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
一
般
的
な
構
図
の
絵
に
つ
い
て
、
下
巻
の
こ
の
箇
所
で
言
及
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
養
女
求
婚
記
事
中
に
手
紙
に
関
わ
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
手
紙
に
関
わ
る
記
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
川
村
論
文
が
あ
る
が）9
（

、
女
絵
の

記
事
に
見
ら
れ
る
手
紙
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
女
絵

の
記
事
が
記
さ
れ
る
天
延
二
年
四
月
周
辺
の
記
事
群
に
は
、
特
に
兼
家
の
手
紙
を
求
め
る

よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
当
該
記
事
に
お
け
る
画
中
の
手
紙
と
は
表
現
の
位
相
が
異
な
る
。
だ
が
、
男
が
「
ふ

み
書
き
さ
し
て
」
い
る
構
図
が
、
前
後
の
手
紙
に
か
か
わ
る
や
り
取
り
を
読
者
に
想
起
さ

せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
養
女
求
婚
記

事
群
は
、
手
紙
の
や
り
と
り
を
軸
に
展
開
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
手
紙
は
養
女

求
婚
記
事
中
で
も
重
要
な
小
道
具
な
の
で
あ
る
。
当
該
記
事
の
前
後
で
、
特
に
手
紙
を
軸

と
し
て
話
題
が
進
ん
で
ゆ
く
記
事
を
次
に
掲
げ
る
。

さ
て
、
な
ほ
こ
こ
に
は
い
と
い
ち
は
や
き
こ
こ
ち
す
れ
ば
、
思
ひ
か
く
る
こ
と
も
な

き
を
、
か
れ
よ
り
「
か
く
な
む
、『
仰
せ
あ
り
き
』
と
て
責
む
る
と
聞
こ
え
よ
」
と

の
み
あ
れ
ば
、「
い
か
で
さ
は
の
た
ま
は
す
る
に
か
あ
ら
む
。
い
と
か
し
か
ま
し
け

れ
ば
、
見
せ
た
て
ま
つ
り
つ
べ
く
て
。
御
返
り
」
と
言
ひ
た
れ
ば
、「
さ
は
思
ひ
し

か
ど
も
、
助
の
い
そ
ぎ
し
つ
る
ほ
ど
に
て
、
い
と
は
る
か
に
な
む
な
り
に
け
る
を
、

も
し
御
心
か
は
ら
ず
は
、
八
月
ば
か
り
に
も
の
し
た
ま
へ
か
し
」
と
あ
れ
ば
、
い
と

め
や
す
き
こ
こ
ち
し
て
、「
か
く
な
む
は
べ
め
る
。
い
ち
は
や
か
り
け
る
暦
は
不
定

な
り
と
は
、
さ
れ
ば
こ
そ
聞
こ
え
さ
せ
し
か
」
と
も
の
し
た
れ
ば
、
返
り
ご
と
も
な

く
て
、
と
ば
か
り
あ
り
て
、
み
づ
か
ら
「
い
と
腹
立
た
し
き
こ
と
聞
こ
え
さ
せ
に
な

む
、
ま
ゐ
り
つ
る
」
と
あ
れ
ば
、
…
… 

（
天
延
二
年
四
月
、
三
三
三
〜
三
三
四
頁
）

　

か
く
て
な
ほ
お
な
じ
ご
と
絶
え
ず
、「
殿
に
も
よ
ほ
し
聞
こ
え
よ
」
な
ど
常
に
あ

れ
ば
、
か
へ
り
ご
と
も
見
せ
む
と
て
、「
か
く
の
み
あ
る
を
、
こ
こ
に
は
答
へ
な
む

わ
づ
ら
ひ
ぬ
る
」
と
も
の
し
た
れ
ば
、「
ほ
ど
は
さ
も
の
し
て
し
を
、
な
ど
か
か
く

は
あ
ら
む
。
八
月
待
つ
ほ
ど
は
、
そ
こ
に
び
び
し
う
も
て
な
し
給
ふ
と
か
、
世
に
言

ふ
め
る
。
そ
れ
は
し
も
、
う
め
き
も
聞
こ
え
て
む
か
し
」
な
ど
あ
り
。
た
は
ぶ
れ
と

思
ふ
ほ
ど
に
、
た
び
た
び
か
か
れ
ば
、
あ
や
し
う
思
ひ
て
、「
こ
こ
に
は
も
よ
ほ
し

聞
こ
ゆ
る
に
は
あ
ら
ず
。
い
と
う
る
さ
く
侍
れ
ば
、『
す
べ
て
こ
こ
に
は
の
た
ま
ふ

ま
じ
き
こ
と
な
り
』
と
も
の
し
侍
る
を
、
な
ほ
ぞ
あ
め
れ
ば
、
見
た
ま
へ
あ
ま
り
て

な
む
。
さ
て
、
な
で
ふ
こ
と
に
も
侍
る
か
な
。

い
ま
さ
ら
に
い
か
な
る
こ
ま
か
な
つ
く
べ
き
す
さ
め
ぬ
草
と
の
が
れ
に
し
身
を

あ
な
ま
ば
ゆ
」
と
も
の
し
け
り
。 

（
天
延
二
年
四
月
、
三
四
〇
〜
三
四
一
頁
）
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以
上
の
記
事
は
い
ず
れ
も
女
絵
の
記
事
と
接
近
し
た
位
置
に
あ
る
。
頻
繁
に
養
女
と
の
結

婚
の
日
取
り
に
つ
い
て
迫
っ
て
く
る
遠
度
に
見
せ
る
た
め
の
手
紙
を
、
道
綱
母
が
兼
家
に

催
促
す
る
も
の
で
あ
る
。
点
線
部
「
い
か
で
さ
は
の
た
ま
は
す
る
に
か
あ
ら
む
。
い
と
か

し
か
ま
し
け
れ
ば
、
見
せ
た
て
ま
つ
り
つ
べ
く
て
。
御
返
り
」、
さ
ら
に
は
「
か
へ
り
ご

と
も
見
せ
む
と
て
」
と
い
っ
た
箇
所
か
ら
、
兼
家
の
言
葉
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
、
実

物
の
手
紙
そ
の
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
書
か
れ
た
も
の
」
自
体

の
や
り
と
り
と
い
う
面
か
ら
も
、
女
絵
の
記
事
と
前
後
の
記
事
と
の
連
続
性
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

最
後
に
、（
ｃ
）
の
絵
に
つ
け
ら
れ
た
「
さ
さ
が
に
の
い
づ
こ
と
も
な
く
吹
く
風
は
か

く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぞ
す
ら
し
も
」
の
和
歌
に
つ
い
て
も
見
て
ゆ
く
。
こ
の
歌
は
、
男
が

複
数
の
女
性
に
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
考
察
し

た
よ
う
に
、
絵
に
描
か
れ
た
「
や
も
め
住
み
し
た
る
男
」
が
遠
度
と
重
な
る
と
す
る
と
、

遠
度
の
浮
気
な
様
子
を
揶
揄
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。こ
う
し
た
遠
度
の
様
子
は
、

　

七
月
中
の
十
日
ば
か
り
に
な
り
ぬ
。
頭
の
君
、
い
と
あ
ざ
る
れ
ば
、
わ
れ
を
頼
み

た
る
か
な
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
る
人
の
言
ふ
や
う
、「
右
馬
頭
の
君
は
、
人
の
妻
を

ぬ
す
み
と
り
て
な
む
、
あ
る
と
こ
ろ
に
か
く
れ
ゐ
た
ま
へ
る
。
い
み
じ
う
を
こ
な
る

こ
と
に
な
む
、
世
に
も
言
ひ
騒
ぐ
な
る
」
と
聞
き
つ
れ
ば
、
…
…

 

（
天
延
二
年
七
月
、
三
五
〇
〜
三
五
一
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
一
連
の
養
女
求
婚
が
、
遠
度
が
「
人
の
妻
」
を
盗
む
こ
と
で
破
談
に
な

る
と
い
う
結
末
を
暗
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
女
絵
の
記
事
は
こ
の
結
末
が
明
ら

か
に
な
っ
た
後
に
執
筆
さ
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
さ
さ
が
に
の
」

詠
は
こ
う
し
た
結
末
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
内
容
と
し
て
、
こ
の
一
連
の
養
女
求
婚
記
事

の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
い
は
当
該
記
事
の
時
点
、
す
な

わ
ち
天
延
二
年
四
月
に
お
け
る
遠
度
の
状
態
│
│
養
女
に
求
婚
し
つ
つ
も
、
一
方
で
「
人

の
妻
」
と
も
関
係
を
持
と
う
と
し
て
い
た
状
態
│
│
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
に

な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。「
人
の
妻
」
と
は
誰
な
の
か
、
ま
た
、
い
つ
頃
か
ら

遠
度
と
そ
の
女
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
の
か
、
確
認
す
る
術
が
な
い
た
め
、
ど
ち
ら
も
明
言

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
該
記
事
は
養
女
求
婚
の
結
末

と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
人
の
妻
」
を
盗
む
と
い
う
遠
度
の

行
動
は
、「
世
に
も
言
ひ
騒
ぐ
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
噂
に
な
っ
た
よ
う
な
の
で
、
同
時

代
の
読
者
に
は
こ
の
記
事
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

和
歌
の
表
現
を
見
る
と
、「
さ
さ
が
に
」
が
巣
を
「
掛
く
」
行
為
に
「
書
く
」
意
が
響

い
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
和
歌
の
用
例
は
、
す
で
に
斎
藤
﹇
二
〇
〇
三
﹈
の
指
摘
に
あ
る

通
り
『
蜻
蛉
日
記
』
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
道
綱
母
に
関
連
す
る
も
の
は
全
三

例
あ
り
、
当
該
箇
所
以
外
の
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

さ
さ
が
に
の
い
ま
は
と
か
ぎ
る
す
ぢ
に
て
も
か
く
て
は
し
ば
し
た
え
じ
と
ぞ
思
ふ）10
（

 

（
天
禄
元
年
六
月
、
二
〇
〇
頁
）

返
事
す
る
を
り
、
せ
ぬ
を
り
の
、
あ
り
け
れ
ば

か
く
め
り
と
み
れ
ば
た
え
ぬ
る
さ
さ
が
に
の
い
と
ゆ
ゑ
か
ぜ
の
つ
ら
く
も
あ
る
か
な

 

（『
道
綱
母
集
』・
二
五
・
道
綱
）

「
さ
さ
が
に
」
で
は
な
く
「
く
も
」
と
い
う
表
現
に
ま
で
目
を
向
け
る
と
、『
蜻
蛉
日
記
』

下
巻
に
は
さ
ら
に
次
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。
道
綱
と
大
和
だ
つ
人
と
の
贈
答
で
あ
る
。

　

大
夫
、
例
の
と
こ
ろ
に
文
や
る
。
さ
き
ざ
き
の
返
り
ご
と
ど
も
、
み
づ
か
ら
の
と

は
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
恨
み
な
ど
し
て
、

夕
さ
れ
の
ね
や
の
つ
ま
づ
ま
な
が
む
れ
ば
手
づ
か
ら
の
み
ぞ
蜘
蛛
も
か
き
け
る

と
あ
る
を
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
白
い
紙
に
も
の
の
先
し
て
書
き
た
り
。

蜘
蛛
の
か
く
い
と
ぞ
あ
や
し
き
風
吹
け
ば
空
に
乱
る
る
も
の
と
知
る
知
る

た
ち
か
へ
り
、

つ
ゆ
に
て
も
命
か
け
た
る
蜘
蛛
の
い
に
あ
ら
き
風
を
ば
誰
か
防
か
む

「
暗
し
」
と
て
、
返
り
ご
と
な
し
。
ま
た
の
日
、
昨
日
の
白
紙
思
ひ
出
で
て
に
や
あ

ら
む
、
か
く
言
ふ
め
り
。

た
ぢ
ま
の
や
く
ぐ
ひ
の
跡
を
今
日
見
れ
ば
雪
の
白
浜
白
く
て
は
見
し

と
て
や
り
た
る
を
、「
も
の
へ
な
む
」
と
て
、
返
り
ご
と
な
し
。

 

（
天
禄
三
年
八
月
、
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）

こ
う
し
た
修
辞
に
つ
い
て
、
斎
藤
﹇
二
〇
〇
三
﹈
は
「
…
…
道
綱
母
が
、「
く
も
」・「
さ

さ
が
に
」
が
巣
を
「
掛
く
」
と
い
う
常
套
的
な
発
想
に
添
え
て
歌
い
か
け
る
「
書
く
」
は

み
な
、「
書
く
」
こ
と
を
望
み
促
す
、
あ
る
い
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
書
く
意
を
あ
ら
わ
し

て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
右
の
道
綱
と
大
和
だ
つ
人
と
の
贈
答
記
事
に
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蜻
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お
い
て
、
波
線
を
付
し
た
よ
う
に
「
書
く
」
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
何
に
、
ど
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
ま
で
も
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
女
の
筆
跡
を

め
ぐ
る
展
開
の
中
で
、「
白
い
紙
に
も
の
の
先
し
て
書
き
た
り
」
と
あ
る
の
で
、
大
和
だ

つ
人
か
ら
の
和
歌
は
筆
跡
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

前
節
ま
で
で
触
れ
た
遠
度
の
筆
跡
が
記
さ
れ
る
例
、
あ
る
い
は
兼
家
の
手
紙
そ
の
も
の

を
求
め
る
例
と
も
あ
わ
せ
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
は
「
書
く
」
行
為
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
付
随
す
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
「
筆
跡
」「
紙
」「
硯
」
な
ど
に
ま
で
言
及
し
て
ゆ
く

記
事
が
増
え
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
下
巻
冒
頭
に
近
い
箇
所
で
女
房
が
「
か
は
ら
け
」

に
歌
を
書
き
つ
け
る
記
事
か
ら
始
ま
り
、
幾
度
か
に
分
け
て
記
さ
れ
る
道
綱
贈
答
歌
群
、

そ
し
て
本
稿
で
も
取
り
上
げ
た
養
女
求
婚
記
事
な
ど
、
明
ら
か
に
上
巻
お
よ
び
中
巻
よ
り

も
頻
出
す
る
。
女
絵
に
描
か
れ
た
「
文
書
き
さ
し
て
」
い
る
男
の
姿
、
お
よ
び
絵
に
書
き

つ
け
ら
れ
た
道
綱
母
の
和
歌
は
、
こ
う
し
た
養
女
求
婚
記
事
群
、
ひ
い
て
は
下
巻
の
特
徴

の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
女
絵
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
遠
度
が
女
絵
を
道
綱
母
の
も
と

に
よ
こ
す
行
為
そ
れ
自
体
が
道
綱
母
の
詠
歌
を
求
め
る
行
為
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
と
り
わ
け
（
ｃ
）
の
絵
の
構
図
か
ら
は
、
当
該
記
事
が
前
後
の
記
事
と
の
連
続
性
を

保
っ
て
置
か
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、（
ｃ
）
の
構
図
が

求
婚
記
事
に
お
け
る
手
紙
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
に
つ
け
ら
れ
た
「
さ
さ
が
に
の
」
詠
が
求

婚
の
終
焉
部
分
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
当
該
記
事

は
養
女
求
婚
記
事
全
体
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
女
絵
は
屏

風
絵
と
は
異
な
り
、
多
分
に
物
語
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
養

女
求
婚
記
事
の
い
わ
ゆ
る
「
物
語
的
」
特
徴
を
考
え
あ
わ
せ
て
も
、
や
は
り
女
絵
の
記
事

が
一
連
の
求
婚
記
事
の
縮
図
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
求
婚
記
事
の
中
に

置
か
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
部
分
は
一
種
の
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

さ
ら
に
、「
さ
さ
が
に
」
が
巣
を
「
掛
く
」
こ
と
に
「
書
く
」
意
を
掛
け
る
和
歌
が
道

綱
母
に
よ
っ
て
絵
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
該
記
事
が
養
女
求
婚
記
事
の
み
な
ら

ず
下
巻
に
頻
出
す
る
「
書
く
」
行
為
、
お
よ
び
「
書
か
れ
た
も
の
」
を
記
し
て
い
く
流
れ

の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
も
示
す
と
思
わ
れ
る
。
下
巻
の
個
々
の
記
事
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
あ
る
程
度
有
機
的
に
連
関
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

従
来
、「
記
事
の
拡
散
」
あ
る
い
は
「
主
題
の
分
裂）11
（

」
な
ど
と
い
う
否
定
的
な
面
が
論

じ
ら
れ
て
き
た
下
巻
は
、
確
か
に
中
巻
と
比
較
す
る
と
、
ま
と
ま
っ
た
内
容
に
仕
上
が
っ

て
い
る
と
は
と
て
も
言
い
難
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
個
々
の
記
事
、
あ
る

い
は
記
事
群
に
つ
い
て
は
有
機
的
な
連
関
性
を
あ
る
程
度
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
下
巻
で
は
上
巻
・
中
巻
以
上
に
人
間
関
係
が
複
雑
化
す
る
た
め
、
従
来
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
兼
家
と
の
関
係
の
書
か
れ
方
に
議
論
を
収
斂
し
て
ゆ
く
よ
う
な
方
法
の

み
を
採
る
限
り
、
下
巻
の
評
価
は
低
迷
し
続
け
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
兼
家
の
兄
弟
た
ち
、

あ
る
い
は
道
綱
・
養
女
ら
と
い
う
横
と
横
に
広
が
っ
た
関
係
の
中
で
の
記
事
の
集
成
が

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
記
事
群
の
中
で
、
作
者
の

工
夫
あ
る
い
は
試
み
を
再
検
討
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
養
女
求
婚
記
事
だ
け
で
は
な

く
、
下
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
、
今

後
の
課
題
で
あ
る
。

※
『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
（『
桂
宮
本
蜻
蛉
日
記
』
笠
間
書
院 

一
九
八
二
）

に
よ
り
、
私
に
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
便
宜
上
、
引
用
本
文
末
尾
の
括
弧
内
に
新
編
全
集
（『
土

佐
日
記　

蜻
蛉
日
記
』
小
学
館　

一
九
九
五
）
の
頁
数
を
付
記
し
た
。

※
和
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
お
よ
び
『
私
家
集
大
成
』
に
よ
り
、
適
宜
表
記
を

あ
ら
た
め
た
。

《
注
》

（
1
）　

庄
司
﹇
二
〇
一
〇
﹈
で
は
、
道
綱
母
以
外
の
人
物
も
上
巻
を
意
識
し
た
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
と

お
ぼ
し
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
庄
司
﹇
二
〇
一
四
﹈
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
養
女
求
婚

記
事
」
中
で
遠
度
に
よ
っ
て
破
り
取
ら
れ
た
手
紙
に
注
目
し
、
道
綱
母
の
詠
歌
が
兼
家
の
兄
弟
間

へ
流
出
し
て
い
く
様
子
を
再
構
成
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
れ
ら
も
、
な

る
べ
く
「
作
者
の
内
面
」
を
探
る
と
い
う
視
点
か
ら
一
歩
引
い
て
下
巻
を
読
み
解
こ
う
と
い
う
試

み
で
あ
る
。

（
2
）　

こ
の
記
事
は
従
来
「
遠
度
求
婚
譚
」
と
称
さ
れ
て
き
た
が
、
倉
田
﹇
二
〇
〇
六
﹈
に
よ
る
「
物

語
で
の
用
法
、
す
な
わ
ち
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
あ
て
宮
求
婚
譚
」、『
源
氏
物
語
』
の
「
玉
鬘
求

婚
譚
」
な
ど
と
す
る
把
握
の
仕
方
に
倣
い
、
以
下
、「
養
女
求
婚
譚
」
と
し
て
理
解
し
て
い
き
た
い
」
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と
の
指
摘
を
参
考
に
し
、
さ
ら
に
物
語
・
説
話
の
話
型
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
る
「
…
…
譚
」
と

い
う
語
を
避
け
て
、「
養
女
求
婚
記
事
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
3
）　

池
田
﹇
一
九
八
四
﹈、
池
田
﹇
一
九
八
五
﹈
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）　

守
屋
﹇
一
九
九
一
﹈、
川
名
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
な
ど
が
あ
る
。

（
5
）　
「
歌
絵
」
に
つ
い
て
は
、
川
村
裕
子
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
な
お
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
先

行
す
る
作
品
に
お
け
る
「
歌
絵
」
の
用
例
と
し
て
は
、『
後
撰
集
』
一
三
二
四
番
歌
詞
書
に
「
み

ち
の
く
に
へ
ま
か
り
け
る
人
に
、
あ
ふ
ぎ
て
う
じ
て
う
た
ゑ
に
か
か
せ
侍
り
け
る
」（
離
別
・
よ

み
人
し
ら
ず
）
と
あ
る
。

（
6
）　

渡
辺
﹇
一
九
八
七
﹈、
宇
留
田
﹇
一
九
八
七
﹈、
守
屋
﹇
一
九
九
四
﹈、
高
野
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
な

ど
が
あ
る
。

（
7
）　

主
な
も
の
に
、
石
坂
﹇
一
九
八
一
﹈、
川
村
﹇
一
九
八
四
﹈、
守
屋
﹇
一
九
九
一
﹈、
大
内
﹇
一

九
九
三
﹈、
金
子
﹇
一
九
九
三
﹈、
川
名
﹇
二
〇
〇
〇
﹈
な
ど
が
あ
る
。

（
8
）　
「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
の
流
出
に
関
わ
る
事
態
に
つ
い
て
は
、
庄
司
﹇
二
〇
一
四
﹈
に
お
い
て
す

で
に
論
じ
た
。

（
9
）　

川
村
﹇
一
九
八
四
﹈、
川
村
﹇
一
九
九
六
﹈、
川
村
﹇
二
〇
〇
三
ａ
﹈、
川
村
﹇
二
〇
〇
三
ｂ
﹈、

川
村
﹇
二
〇
一
〇
﹈。

（
10
）　

当
該
和
歌
の
「
か
く
て
」
の
掛
詞
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
説
が
分
か
れ
て
い
る
。

「
掛
く
」
と
「
斯
く
」
…
…
新
編
全
集

「
掛
く
手
」
と
「
書
く
手
」
…
…
全
注
釈

「
斯
く
て
」
と
「
書
く
手
」
…
…
新
大
系

「
さ
さ
が
に
」
お
よ
び
「
す
ぢ
」
の
語
と
の
関
連
か
ら
全
注
釈
の
解
釈
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
11
）　

木
村
﹇
一
九
六
一
﹈、
木
村
﹇
一
九
八
一
﹈
で
は
、
下
巻
で
主
題
が
分
裂
し
、
そ
れ
が
拡
大
・

拡
散
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
守
屋
﹇
一
九
七
五
﹈、
水
野
﹇
一
九
九
五
﹈

で
も
木
村
論
文
を
一
旦
は
認
め
た
上
で
、
下
巻
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

《
参
考
・
引
用
文
献
》

伊
井　

春
樹
﹇
一
九
九
二
﹈「
歌
絵
に
つ
い
て
」
橋
本
不
美
男
編
『
王
朝
文
学　

資
料
と
論
考
』
笠
間

書
院

池
田　
　

忍
﹇
一
九
八
四
﹈「
王
朝
「
物
語
絵
」
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
│
「
女
絵
」
系
物
語
の
伝
統

を
考
え
る
│
│
」『
東
京
女
子
大
学
読
史
会
紀
要　

史
論
』
37

池
田　
　

忍
﹇
一
九
八
五
﹈「
平
安
時
代
物
語
絵
の
一
考
察
│
│
「
女
絵
」
系
物
語
の
成
立
と
展
開

│
│
」『
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
』
９

石
坂　

妙
子
﹇
一
九
八
一
﹈「「
世
の
中
」
の
変
容
②
│
│
遠
度
求
婚
譚
」『
文
芸
研
究
』
97　

日
本
文

芸
研
究
会

宇
留
田
初
実
﹇
一
九
八
七
﹈「
蜻
蛉
日
記
中
巻
「
屏
風
歌
詠
作
」
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
古
文
学
』

40　

中
古
文
学
会

大
内　

英
範
﹇
一
九
九
三
﹈「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
一
考
察
│
│
遠
度
の
養
女
求
婚
記
事
を
め
ぐ
っ
て

│
│
」『
日
本
文
学
論
究
』
52　

国
学
院
大
学
国
文
学
会

金
子
富
佐
子
﹇
一
九
九
三
﹈「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
試
論
│
│
〝
遠
度
求
婚
〞
の
記
事
の
方
法
│
│
」『
日

記
文
学
研
究　

第
一
集
』
新
典
社

川
名　

淳
子
﹇
二
〇
〇
〇
﹈「
男
と
女
の
媒
体
と
し
て
の
「
女
絵
」
│
│
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
女
絵
」

の
記
事
か
ら
│
│
」『
論
集
日
記
文
学
の
地
平
』
新
典
社
（
↓
川
名
﹇
二
〇
〇
五
﹈）

川
名　

淳
子
﹇
二
〇
〇
五
﹈『
物
語
世
界
に
お
け
る
絵
画
的
領
域
│
│
平
安
文
学
の
表
現
方
法
│
│
』

ブ
リ
ュ
ッ
ケ

川
村　

裕
子
﹇
一
九
八
四
﹈「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
一
考
察
│
│
遠
度
求
婚
譚
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
52

川
村　

裕
子
﹇
一
九
九
六
﹈「
蜻
蛉
日
記
の
文
│
│
平
安
時
代
の
文
の
交
換
を
中
心
に
│
│
」『
立
教
大

学
日
本
文
学
』
77

川
村　

裕
子
﹇
二
〇
〇
三
ａ
﹈「
和
歌
に
お
け
る
装
飾
│
│
『
蜻
蛉
日
記
』『
源
氏
物
語
』
の
「
陸
奥
紙
」

再
見
│
│
」
兼
築
信
行
・
田
渕
句
美
子
編
『
和
歌
か
ら
歴
史
を
読
む
』
笠
間
書
院

川
村　

裕
子
﹇
二
〇
〇
三
ｂ
﹈「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
遠
度
求
婚
譚
」
の
文
を
読
む
」
伊
藤
博
・
宮
崎

荘
平
編
『
王
朝
女
流
文
学
の
新
展
望
』
竹
林
舎

川
村　

裕
子
﹇
二
〇
一
〇
﹈「
王
朝
文
化
と
手
紙
│
│
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
の
奇
妙
な
手
紙
│
│
」
秋

澤
亙
・
川
村
裕
子
編
『
王
朝
文
化
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社

木
村　

正
中
﹇
一
九
六
一
﹈「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
構
造
」
日
本
文
学
協
会
『
日
本
文
学
』
10
‐
４

木
村　

正
中
﹇
一
九
八
一
﹈「
蜻
蛉
日
記
の
主
題
」『
一
冊
の
講
座
』
編
集
部
編
『
蜻
蛉
日
記
』
有
精
堂

倉
田　
　

実
﹇
二
〇
〇
六
﹈『
蜻
蛉
日
記
の
養
女
迎
え
』
新
典
社

斎
藤
菜
穂
子
﹇
二
〇
〇
三
﹈「
蜻
蛉
日
記
成
立
の
基
底
│
│
「
書
く
」
と
い
う
語
か
ら
│
│
」『
国
文
学

研
究
』
141　

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
（
↓
斎
藤
﹇
二
〇
一
一
﹈）

斎
藤
菜
穂
子
﹇
二
〇
一
一
﹈『
蜻
蛉
日
記
研
究
│
│
作
品
形
成
と
「
書
く
」
こ
と
│
│
』
武
蔵
野
書
院

庄
司　

敏
子
﹇
二
〇
一
〇
﹈「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
養
女
求
婚
記
事
」
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
│
│
上
巻

と
の
照
応
│
│
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
56
‐
３　

早
稲
田
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科

庄
司　

敏
子
﹇
二
〇
一
四
﹈「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
「
養
女
求
婚
記
事
」
に
お
け
る
手
紙 

│
│
破
り
取

ら
れ
た
「
い
ま
さ
ら
に
」
詠
を
中
心
に
│
│
」『
古
代
中
世
文
学
論
考　

第
二
十
九
集
』
古
代
中

世
文
学
論
考
刊
行
会　

新
典
社

高
野　

晴
代
﹇
二
〇
〇
〇
﹈「
道
綱
母
の
歌
人
意
識
│
│
女
性
歌
人
に
お
け
る
屏
風
歌
詠
進
の
視
点
か

ら
│
│
」『
国
文
目
白
』
39　

日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

田
島　

智
子
﹇
二
〇
〇
七
﹈『
屏
風
歌
の
研
究　

資
料
篇
』
和
泉
書
院

福
家　

俊
幸
﹇
二
〇
一
一
﹈「
あ
と
が
き
」『
王
朝
女
流
日
記
を
考
え
る
│
│
追
憶
の
風
景
』
福
家
俊

幸
・
久
下
裕
利
編　

武
蔵
野
書
院

水
野　
　

隆
﹇
一
九
九
五
﹈「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
記
事
構
成
の
方
法
に
関
す
る
試
論
│
│
巻
末
歌
集
重

複
歌
「
今
さ
ら
に
」
を
中
心
に
し
て
│
│
」
上
村
悦
子
先
生
頌
寿
記
念
論
集
編
集
委
員
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“Onna-e” in the Third Volume of Kagerō no nikki: 
Significance of the “Adopted Daughter’s Courtship” Entry

Toshiko SHOJI

　In the third volume of Kagerō no nikki, as part of the “adopted daughter’s courtship” entry, there is an episode 
in which Michitsuna brings back from Tōnori’s house what the text calls an “onna-e” picture, on which Michit-
suna no Haha writes a poem before sending it back.
　The majority of the previous research on this entry has either sought to determine the exact meaning of the term 
“onna-e” (this being the earliest known example of its use), or used the episode to justify readings of the “adopted 
daughter’s courtship” entry as elucidating the relationship between Michitsuna no Haha and Kaneie. In this arti-
cle, however, moving away from attempts to understand the mind of the diary’s author, I instead carefully analyze 
this episode’s language to determine the character of the larger entry in which it is contained.
　More concretely, by reexamining, in particular, the composition of the picture (a widower writing a letter, deep 
in thought), and the language of the poem written on the picture, I conclude that this episode can be characterized 
as a microcosm of the “adopted daughter’s courtship” entry.
　In addition, building on my previous studies of the language used in the “adopted daughter’s courtship” entry, I 
also consider the character of the third volume as a whole, showing that it is, indeed, possible to discover a certain 
degree of mutual organic connection between the various episodes, or episode groups, that it contains.


