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倉　
　

田　
　
　
　
　

実

は
じ
め
に

平
安
貴
族
の
求
愛
・
求
婚
の
作
法
は
、
懸
想
文
を
贈
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
。
懸
想
文
は
何
度
も
贈
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た

が
、
特
に
初
度
の
も
の
は
「
言
ひ
初
め
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た（

（
（

。
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
思
ひ
初
め
」「
恋
ひ
初
め
」
を
し
た
こ

と
を
訴
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

懸
想
文
を
贈
る
段
階
か
ら
一
歩
進
む
と
、
次
は
女
の
家
に
男
が
訪
問
し
、
求
婚
の
意
向
を
懇
願
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
訪
問
客
が
ま
ず
家
の

者
に
挨
拶
す
る
の
は
、
寝
殿
か
対
の
屋
の
妻
戸
前
の
簀
子
に
な
る（

（
（

。
そ
こ
に
初
め
て
座
っ
て
、
訪
問
の
意
向
、
す
な
わ
ち
求
婚
の
意
思
を
伝
え

る
こ
と
を
「
居
初
め
」
と
し
て
い
た（

（
（

。
こ
れ
を
女
側
か
ら
捉
え
れ
ば
「
来
初
め
」
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
正
式
な
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
た
め
で

あ
り
、
親
の
許
諾
を
得
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
婚
約
が
決
ま
る
と
結
婚
当
日
に
な
っ
て
い
た
。

婚
姻
関
係
や
愛
人
関
係
に
お
い
て
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
結
婚
や
逢
瀬
が
成
立
し
た
こ
と
も
記
憶
さ
れ
る
べ
き
記
念
日

で
あ
っ
た
。『
古
今
六
帖
』
で
は
「
初
め
て
逢
ふ
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
指
す
言
い
方
は
、
実
に
多
様
に
あ
っ
た
。
例
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え
ば
、「
逢
坂
の
関
」
を
越
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
逢
瀬
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
川
を
渡
る
」「
下
紐
を
解
く
」「
床
を
払
う
」
な
ど

も
逢
瀬
を
持
つ
意
味
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
逢
ふ
」「
見
る
」「
通
ふ
」「
契
る
」「
結
ぶ
」
な
ど
の
語
だ
け
で
も
、
初
め
て
の
契
り
、
初
め
て
の
逢
瀬

の
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
多
様
な
言
い
方
の
う
ち
、「
…
初
め
」
と
い
う
形
の
用
語
を
検
討
し
て
み
た
い
。
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、「
見
初
め
」

「
逢
ひ
初
め
」「
通
ひ
初
め
」「
お
は
し
初
め
」「
結
び
初
め
」「
帰
り
初
め
」
な
ど
と
い
っ
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
初
め
て
契
り
を
交
わ

す
意
で
も
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
多
様
な
言
い
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
語
と
し
て
の
そ
れ
な
り
の
住
み
分
け
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
歌
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
様
態
を
整
理
す
る
こ
と
で
、「
言
ひ
初
め
」「
居
初
め
」
と
続
い
た
求
愛
が
、
結
婚

を
意
味
す
る
多
様
な
「
…
初
め
」
で
一
段
落
す
る
次
第
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
男
女
関
係
の
成
立
ま
で
に
、
一
連
の
「
…
初
め
」
は
記
念

日
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
表
題
に
「
見
初
め
」
だ
け
を
示
し
た
の
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
最
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
使
用
す
る
本
文
は
、
散
文
が
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
た
だ
し
『
狭
衣
物
語
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
和
歌
が
『
新
編
国
歌
大

観
』
に
よ
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
場
合
も
あ
る
。

一　

多
様
な
「
…
初
め
」
と
そ
の
差
異

愛
情
関
係
成
立
を
示
す
多
様
な
「
…
初
め
」
の
用
語
が
あ
り
、
ど
の
形
を
使
用
す
る
か
は
恣
意
的
な
よ
う
で
い
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

そ
れ
な
り
の
住
み
分
け
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
多
様
な
恋
愛
遍
歴
を
示
す
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
、「
…
初
め
」
以
外
も
含
め
て
、
次

の
よ
う
な
言
い
方
で
初
め
て
の
契
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

㋐　

お
な
じ
女
に
、
い
か
な
る
折
に
か
あ
り
け
む
（
四
（
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㋑　

男
、
ま
か
り
初
め
て
、
ま
た
え
ま
か
ら
で
（
二
七
（

㋒　

平
大
納
言
の
女
に
お
は
し
初
め
て
（
五
九
（

㋓　

逢
ひ
た
ま
て
後
に
、
野
内
侍
の
許
籠
り
お
は
し
て
、
内
裏
に
内
裏
に
と
あ
る
に
、
北
の
方
（
六
六
（

㋔　

本
院
の
侍
従
の
君
の
も
と
に
お
は
し
初
め
て
、
暁
に
、
時
鳥
の
頃
に
や
（
一
一
五
（

㋕　

ま
だ
逢
ひ
初
め
た
ま
は
で
年
経
た
ま
た
り
け
る
に
、
せ
ち
に
待
ち
て
許
い
た
ま
た
り
け
る
（
一
一
七
（

㋐
は
既
に
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
婚
を
言
う
婉
曲
的
な
表
現
で
、
例
え
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
で
兼
家
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
「
な
ど
い
ふ

ま
め
文
、
通
ひ
通
ひ
て
、
い
か
な
る
朝
に
か
あ
り
け
む
」（
上
巻
・
九
三
頁
（
と
記
さ
れ
た
の
と
同
類
に
な
る
。
㋓
は
こ
れ
以
前
か
ら
の
展
開
で
、

「
逢
ふ
」
だ
け
で
愛
人
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
㋕
「
許
い
」
は
「
逢
ひ
初
め
」
を
許
し
た
意
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
「
ま
か
り

初
め
」「
お
は
し
初
め
」
の
二
例
の
「
…
初
め
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
初
め
て
の
契
り
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
示
す
か
の
文
脈
上
の
要
請
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
が
適
宜
選
択
使
用
さ
れ
て
い
よ
う
。

㋑
は
「
ま
か
り
初
め
て
、
ま
た
え
ま
か
ら
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
両
様
の
「
ま
か
る
」
事
態
を
示
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
㋒
㋔
の
「
お
は
し

初
め
」
は
、
男
へ
の
敬
意
を
高
め
る
た
め
で
あ
り
、「
逢
ひ
初
め
」
は
、
逢
瀬
そ
の
も
の
を
言
う
た
め
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
恣
意
的
な
使
用

の
よ
う
だ
が
、
文
脈
上
で
、
な
ぜ
そ
の
形
が
使
用
さ
れ
た
か
は
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、『
一
条
摂
政
御
集
』
内
部
の
こ
の
多
様
な

有
り
方
は
、
一
作
品
と
し
て
み
る
と
特
異
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
私
家
集
と
し
て
の
、
自
撰
・
他
撰
・
増
補
・
再
編
な
ど
の
編
纂
事
情

が
絡
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
改
め
て
初
め
て
の
契
り
を
意
味
す
る
多
様
な
「
…
初
め
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
住
み
分
け
の
様
子
が
明
確
に
な
る
よ

う
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

Ａ　

見
る
系
＝
「
見
初
め
」「
見
え
初
め
」「
御
覧
じ
初
め
」「
見
た
て
ま
つ
り
初
め
」「
逢
ひ
見
初
め
」

Ｂ　

逢
う
系
＝
「
逢
ひ
初
め
」
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Ｃ　

通
う
系
＝
「
通
ひ
初
め
」「
ま
か
り
初
め
」

Ｄ　

行
く
の
敬
語
系
＝
「
お
は
し
初
め
」「
お
は
し
ま
し
初
め
」「
参
り
初
め
」

Ｅ　

結
ぶ
系
＝
「
結
び
初
め
」「
契
り
初
め
」「
寝
初
め
」

Ｆ　

帰
る
系
＝
「
帰
り
初
め
」

や
や
多
岐
に
な
っ
た
が
、
概
要
を
記
し
て
お
き
た
い
。
個
別
的
な
検
討
は
次
節
以
降
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
は
、「
見
る
」「
逢
ふ
」「
通
ふ
」

「
行
く
」「
結
ぶ
」
な
ど
の
語
で
、
結
婚
す
る
、
契
り
を
結
ぶ
意
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
多
様
な
の
で
あ
る
。

Ａ
「
見
る
系
」
で
は
、「
見
る
」
主
体
と
な
る
男
に
敬
意
が
入
る
と
「
御
覧
じ
初
め
」
に
、
女
を
高
め
る
と
「
見
た
て
ま
つ
り
初
め
」
形
に
な

る
。
敬
意
が
男
女
ど
ち
ら
に
向
か
う
か
に
よ
っ
て
、
形
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
両
者
に
敬
意
が
入
る
と
、
後
に
扱
う
「
見
初
め
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
」
と
い
う
形
が
取
ら
れ
る
。「
逢
ひ
見
初
め
」
は
、
Ｂ
「
逢
う
系
」
と
重
な
る
が
、
こ
こ
は
、「
逢
ひ
初
め
」
の
形
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Ｃ
「
通
う
系
」
は
、
男
が
女
の
家
に
通
う
こ
と
か
ら
言
う
場
合
で
、
平
安
貴
族
社
会
の
婚
姻
形
態
が
妻
問
婚
（
通
い
婚
（
で
あ
る
こ
と
に
拠
っ

て
い
る
。
通
う
こ
と
を
丁
寧
に
言
え
ば
、「
ま
か
り
初
め
」
に
な
る
。
丁
寧
語
と
尊
敬
語
を
区
別
し
て
、
前
者
と
な
る
こ
の
「
ま
か
り
初
め
」
は

便
宜
Ｃ
「
通
う
系
」
に
入
れ
た
。
Ｄ
「
行
く
の
敬
語
系
」
の
「
行
く
」
も
「
通
う
」
と
同
じ
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
合
は
尊
敬
語
で
あ
る
。
Ａ
「
見

る
系
」
の
「
御
覧
じ
初
め
」
と
同
じ
く
男
に
敬
意
が
入
る
の
が
前
二
者
「
お
は
し
初
め
」「
お
は
し
ま
し
初
め
」
で
、
女
を
高
め
る
の
が
「
参
り

初
め
」
に
な
る
。
た
だ
し
、
入
内
・
入
宮
の
場
合
は
男
女
が
逆
に
な
る
。
Ｅ
「
結
ぶ
系
」
は
文
字
通
り
の
こ
と
で
、「
契
り
系
」
と
し
て
も
い
い

が
、「
契
り
初
め
」
の
用
例
は
少
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
便
宜
こ
こ
に
「
寝
初
め
」
を
入
れ
た
。
Ｆ
「
帰
る
系
」
も
妻
問
婚
に

拠
っ
て
お
り
、
男
が
早
朝
に
女
の
家
か
ら
帰
る
こ
と
か
ら
言
う
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
ら
用
語
の
ほ
と
ん
ど
は
、
女
に
敬
意
が
入
っ
た
に
し
て
も
、
男
を
主
体
と
す
る
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。
婚
姻
形
態
が
男
性
優
位
に
な
っ

て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
結
婚
を
指
す
言
葉
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
見
て
と
れ
る
。
女
を
主
体
と
す
る
の
は
、
Ａ
「
見
る
系
」
の
「
見

え
初
め
」
く
ら
い
で
あ
る
。
Ｂ
「
逢
う
系
」
と
Ｅ
「
結
ぶ
系
」
は
男
女
共
用
と
な
る
が
、
こ
れ
と
て
拾
え
る
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は
男
が
主
体
と
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な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
以
下
、
右
の
系
列
ご
と
に
、
各
種
の
言
い
方
を
整
理
確
認
し
て
い
き
た
い
。

三　

Ａ
「
見
る
系
」
の
散
文
使
用

最
初
の
Ａ
「
見
る
系
」
は
、
見
る
で
結
婚
・
契
り
を
指
す
こ
と
か
ら
す
る
例
で
あ
る
。「
…
初
め
」
の
形
に
限
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
意
味
で
最

も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
た
の
が
、『
一
条
摂
政
御
集
』
に
は
認
め
ら
れ
な
い
「
見
初
め
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
語
を
中
心
と
し
て

散
文
の
用
例
を
確
認
し
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
は
男
女
関
係
の
成
立
を
「
見
初
め
」
で
示
し
て
い
た
。
十
五
例
中
十
三
例
が
こ
の
例
で
あ
り
、
三
例
ほ
ど
示
せ
ば
次
の
よ
う
に

あ
る
。

①　

頭
中
将
な
ん
ま
だ
少
将
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
時
、
見
初
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は
心
ざ
し
あ
る
さ
ま
に
通
ひ
た
ま

ひ
し
を
、（
夕
顔
巻
・
一
八
五
頁
（

②　

殿
の
御
心
お
き
て
を
見
る
に
、
見
初
め
た
ま
ひ
て
ん
人
を
、
御
心
と
は
忘
れ
た
ま
ふ
ま
じ
き
に
こ
そ
、
い
と
頼
も
し
け
れ
。（
少
女
巻
・

六
六
頁
（

③　

大
将
の
母
君
を
、
幼
か
り
し
ほ
ど
に
見
初
め
て
、
や
む
ご
と
な
く
え
避
ら
ぬ
筋
に
は
思
ひ
し
を
、（
若
菜
下
巻
・
二
〇
八
頁
（

①
は
夕
顔
の
死
後
、
侍
女
の
右
近
が
光
源
氏
に
そ
の
素
姓
を
明
か
す
段
で
、
頭
中
将
と
の
馴
れ
初
め
を
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
敬
語
が
下
接

す
る
例
で
、「
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
」
は
、
侍
女
の
立
場
に
よ
っ
て
夕
顔
と
頭
中
将
の
両
者
を
高
め
て
い
る
。
②
は
惟
光
が
、
舞
姫
に
な
っ
た

娘
あ
て
の
夕
霧
の
文
を
見
る
段
で
、
光
源
氏
は
見
初
め
た
人
を
忘
れ
な
か
っ
た
と
い
う
心
掟
か
ら
夕
霧
の
懸
想
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
こ
も
敬
語

が
下
接
し
て
い
る
。
③
は
女
楽
後
の
女
性
評
を
光
源
氏
が
紫
上
に
語
る
段
で
、
葵
上
が
最
初
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
紫
上
に
遠
慮
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し
て
、
葵
上
に
は
敬
意
を
入
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
頭
中
将
が
少
将
時
代
に
夕
顔
と
関
係
し
た
こ
と
、
光
源
氏
が
契
り
を
交
わ
し
た
愛
人
た
ち
を
見
捨
て
な
い
こ
と
、
葵
上

を
初
め
て
妻
と
し
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
見
初
め
」
で
回
想
さ
れ
て
い
る
。「
見
る
」
こ
と
は
逢
瀬
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
初
め
て
だ
と

「
見
初
め
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
狭
衣
物
語
』
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
狭
衣
が
関
係
し
た
四
人
の
女
性
の
う
ち
の
三
人
に
対
し
て
、
回
想
す
る
場
合
も
含
め
て
初
め
て
の
契

り
を
「
見
初
め
」、
及
び
そ
の
敬
語
形
「
見
た
て
ま
つ
り
初
め
」
を
基
本
と
し
て
語
っ
て
い
た
。
ま
た
、〈
逢
は
ざ
る
恋
〉
に
終
わ
っ
た
源
氏
宮

と
の
場
合
で
も（

（
（

、
結
ば
れ
る
こ
と
を
狭
衣
が
仮
想
す
る
際
に
「
見
初
め
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

④　

飛
鳥
井
君
＝
い
か
な
り
け
る
契
り
に
か
、
は
か
な
く
見
初
め
聞
こ
え
て
後
は
、
見
捨
て
む
こ
と
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
を
、
さ
ら

ば
い
か
が
は
お
ぼ
す
べ
き
。（
巻
一
・
七
六
頁
（

⑤　

飛
鳥
井
君
＝
我
が
時
々
も
御
覧
じ
初
め
し
ほ
ど
よ
り
の
こ
と
ど
も
は
、
い
ま
少
し
目
の
み
と
ま
ら
せ
た
ま
ひ
て
、（
巻
四
・
三
六
二
頁
（

⑥　

女
二
宮
＝
見
た
て
ま
つ
り
初
め
し
夜
の
有
様
よ
り
う
ち
始
め
、
あ
さ
ま
し
う
は
か
な
か
り
け
る
契
り
の
ほ
ど
は
、
我
が
御
心
に
だ
に
思

ひ
過
ぐ
し
が
た
き
を
、（
巻
二
・
一
九
四
頁
（

⑦　

一
品
宮
＝
宮
に
参
り
初
め
た
ま
ひ
て
は
、
こ
の
お
は
し
所
も
わ
ざ
と
も
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、（
巻
二
・
一
九
九

頁
（

⑧　

源
氏
宮
＝
我
が
も
の
に
ひ
き
忍
び
と
り
隠
し
き
こ
え
て
、
ひ
た
す
ら
深
き
山
里
な
ど
に
も
て
さ
す
ら
は
む
も
、
あ
る
か
ひ
な
か
る
べ
し
。

さ
り
と
て
、
親
た
ち
の
お
ぼ
し
寄
ら
ぬ
有
様
に
て
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
初
め
て
も
、
な
か
な
か
な
る
心
ま
ど
ひ
は
、
い
や
ま
さ

り
に
こ
そ
は
あ
ら
め
。（
巻
二
・
二
三
〇
頁
（

⑨　

宮
姫
君
＝
見
た
て
ま
つ
り
初
め
し
よ
り
こ
そ
は
、
こ
の
世
を
捨
て
が
た
き
も
の
と
思
ひ
な
り
に
し
か
。（
巻
四
・
三
五
二
頁
（

④
は
狭
衣
が
飛
鳥
井
君
に
見
初
め
た
時
以
来
の
愛
情
を
訴
え
る
言
葉
の
一
部
で
、
当
夜
の
こ
と
は
「
思
は
ず
な
り
け
る
契
り
」（
巻
一
・
六
五
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頁
（
と
さ
れ
て
い
た
。「
契
り
初
め
」
で
初
め
て
の
契
り
を
言
う
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
「
見
初
め
」
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
飛
鳥
井

君
と
の
経
緯
は
狭
衣
即
位
後
に
も
残
さ
れ
た
絵
日
記
か
ら
回
想
さ
れ
、
そ
の
折
は
⑤
に
あ
る
よ
う
に
「
御
覧
じ
初
め
」
の
尊
敬
語
に
な
っ
て
い

る
。
即
位
の
前
後
で
狭
衣
へ
の
待
遇
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑥
は
女
二
宮
の
出
家
を
知
っ
た
狭
衣
の
心
内
で
、
密
通
に
よ
っ
た
見
初
め
以

来
の
関
係
が
内
省
さ
れ
て
い
る
。
引
例
中
の
「
あ
さ
ま
し
う
は
か
な
か
り
け
る
契
り
」
も
そ
の
折
の
こ
と
を
含
み
、
同
じ
く
当
夜
で
は
「
の
が

れ
が
た
き
契
り
」（
巻
二
・
一
四
二
頁
（
と
あ
っ
た
。
⑦
は
一
品
宮
と
の
場
合
で
、
こ
こ
は
そ
の
身
分
に
応
じ
て
敬
意
が
入
り
「
参
り
初
め
」
に

な
っ
て
い
る
。
⑧
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
源
氏
宮
と
一
緒
に
な
る
こ
と
を
仮
想
す
る
も
の
。
従
兄
妹
関
係
で
、
義
妹
に
な
る
源
氏
宮
に
敬
意
が

入
っ
て
お
り
、
強
い
思
慕
の
情
を
か
か
え
る
狭
衣
の
内
面
が
反
映
し
て
い
る
。
⑨
は
宮
姫
君
と
の
場
合
の
回
想
で
あ
る
。
宮
姫
君
と
は
契
る
以

前
に
添
寝
だ
け
で
終
わ
っ
た
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
折
に
は
、
初
め
て
の
出
会
い
を
言
う
「
か
ば
か
り
ま
で
見
た
て
ま
つ
り
初
め
て
」（
巻
四
・

二
五
五
頁
（
と
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
⑨
に
は
、
そ
の
折
も
含
意
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
狭
衣
物
語
』
で
も
「
見
初
め
」
が
基
本
と
し
て
あ
り
、「
見
た
て
ま
つ
り
初
め
」
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
敬
意
の
入
れ
か
た
に
『
源
氏
物
語
』

と
の
差
異
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
女
性
に
敬
意
が
入
る
「
参
り
初
め
」
と
「
見
た
て
ま
つ
り
初
め
」
が
あ
り
、
後
者
の
女
二
宮
と
の
場
合
は

密
通
で
の
関
係
に
な
る
の
で
、「
参
り
初
め
」
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
他
で
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
が
「
見
初
め
」
と
「
見
え
初
め
」
を
併
用
し
て
い
る
。

⑩　

人
よ
り
先
に
見
初
め
た
ま
ひ
て
し
か
ば
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、（
巻
一
・
一
六
五
頁
（

⑪　

い
か
に
も
、
女
は
見
え
初
め
ぬ
る
人
に
忘
ら
る
る
音
聞
き
ば
か
り
い
み
じ
き
こ
と
な
し
。（
巻
三
・
四
〇
六
頁
（

⑩
は
冒
頭
部
分
で
、
主
人
公
た
ち
の
母
親
の
う
ち
、
源
の
宰
相
女
に
対
す
る
語
り
で
、
最
初
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
⑪
は
今
大

将
か
ら
四
君
に
贈
ら
れ
た
文
を
、
父
右
大
臣
が
見
て
の
感
想
部
分
で
あ
る
。
女
は
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
男
に
忘
れ
ら
れ
て
立
て
ら
れ
た
評

判
ほ
ど
辛
い
も
の
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
見
え
初
め
」
の
例
が
あ
り
、「
見
初
め
つ
る
人
」
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
女
側
か
ら
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
「
見
え
初
め
」
の
形
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
見
初
め
」
は
男
を
主
体
と
す
る
用
語
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
夫
婦
関
係
・
愛
人
関
係
の
成
立
を
示
す
最
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
「
…
初
め
」
の
形
は
、
Ａ
「
見
る
系
」
で
あ
り
、「
見
初

め
」
の
形
を
基
本
と
し
て
、
そ
の
敬
語
形
が
派
生
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
見
初
め
」
は
歌
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
な

お
、
こ
れ
ら
の
中
で
「
見
え
初
め
」
が
女
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
よ
う
。

四　

歌
語
と
し
て
の
「
見
初
め
」

歌
語
と
し
て
の
「
見
初
め
」
も
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
す
意
の
ほ
か
に
、
人
や
物
と
初
め
て
出
会
っ
た
意
で
も
『
万
葉
集
』
以
来
、
平
安
時

代
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
問
題
に
し
て
い
る
平
安
時
代
の
用
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑫　

名
取
川
瀬
々
の
埋
れ
木
あ
ら
は
れ
ば
如
何
に
せ
む
と
か
逢
ひ
見
初
め
け
む
（
古
今
集
・
恋
三
・
六
五
〇
（

⑬　

見
初
め
ず
て
あ
ら
ま
し
も
の
を
唐
衣
た
つ
名
の
み
し
て
着
る
よ
な
き
か
な
（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
三
九
（

⑭　

思
ひ
絶
え
侘
び
に
し
も
の
を
な
か
な
か
に
何
に
す
べ
な
く
逢
ひ
見
初
め
け
ん
（
古
今
六
帖
・
四
・
恋
・
二
〇
〇
四
・
大
伴
家
持
（

⑮　

言
ひ
知
ら
ぬ
こ
ひ
は
君
こ
そ
持
た
り
け
れ
見
初
め
し
よ
り
ぞ
か
く
は
焦
が
る
る
（
重
家
朝
臣
家
歌
合
・
一
一
九
（

⑯　

思
ひ
初
め
見
初
め
ざ
り
け
ん
い
に
し
へ
を
恋
ふ
に
さ
へ
こ
そ
か
な
は
ざ
り
け
れ
（
林
葉
和
歌
集
・
恋
歌
・
七
一
九
（

い
ず
れ
の
例
も
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
意
で
あ
る
。
⑫
の
初
句
「
名
取
川
」
は
、
名
を
取
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
無
き
名
を
取
る
」「
噂

に
な
る
」
の
意
を
働
か
せ
、
ま
た
、
当
地
の
景
物
の
「
埋
れ
木
」
が
導
か
れ
る
歌
枕
で
あ
る
。
そ
の
早
い
例
が
こ
の
歌
に
な
る
。
こ
こ
は
「
逢

ひ
見
初
め
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
。「
名
取
川
の
浅
瀬
浅
瀬
の
埋
れ
木
が
現
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
仲
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
の

よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
つ
も
り
で
逢
い
見
初
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
す
る
も
の
で
、
秘
め
た
関
係
で
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
て
し

ま
っ
た
事
情
を
詠
ん
で
い
る
。
契
り
を
交
わ
せ
ば
、
思
い
は
募
り
、「
忍
ぶ
恋
」
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
⑬
は
「
逢
ひ
て
逢
は
ざ
る
恋
」
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
場
合
は
、「
見
初
め
」
に
「
染
め
」
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
は
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そ
の
例
に
な
る
。
歌
は
、「
衣
を
染
め
る
よ
う
に
、
逢
い
始
め
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。
唐
衣
を
裁
つ
で
は
な
い
が
、
立
つ
の
は
噂
ば
か
り

で
、
衣
を
着
る
夜
も
男
女
の
仲
も
な
い
こ
と
だ
」
と
な
ろ
う
。
結
句
の
「
着
る
よ
な
き
か
な
」
の
「
よ
」
は
世
と
夜
の
掛
詞
で
、
こ
れ
で
「
逢

は
ざ
る
」
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
片
桐
洋
一
校
注
『
後
撰
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
〇
・
四
（
は
、「
見
そ
め
ず
て
」
に
対

し
て
、「「
そ
む
」
は
「
…
に
な
っ
て
ゆ
く
」
の
意
。「
見
」
は
男
女
が
顔
を
見
合
う
こ
と
。
深
い
仲
に
な
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
が
、
や
は
り
初

め
て
契
り
を
交
わ
す
意
を
汲
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
見
」
は
男
が
女
を
見
る
意
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
初
句
「
見
初
め
ず
も
」
の

形
で
西
本
願
寺
本
『
伊
勢
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
男
の
立
場
に
立
っ
た
歌
な
の
で
、
伊
勢
の
歌
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。『
後
撰
集
』
が

よ
み
人
知
ら
ず
と
し
て
い
る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑭
は
『
万
葉
集
』
巻
四
・
旧
七
五
〇
番
歌
の
異
伝
歌
で
あ
る
。『
古
今
六
帖
』
の
形
で
は
、「
思
い
を
絶
っ
て
侘
び
し
く
し
て
き
た
も
の
を
、

か
え
っ
て
ど
う
し
て
何
の
つ
も
り
も
な
く
逢
い
見
初
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。
契
り
を
交
わ
し
た
が
故
に
か
え
っ
て
恋

の
苦
し
み
が
ま
さ
り
、
そ
れ
以
前
の
侘
び
し
さ
の
ほ
う
が
ま
し
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
逢
い
見
初
め
」
は
、
⑫
と
も
ど
も
逢
っ
て
初
め
て
契
り

を
か
わ
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
よ
う
。

⑮
は
「
恋
ひ
」
に
「
火
」
を
掛
け
て
、
結
句
の
「
焦
が
る
」
を
導
く
の
が
趣
向
で
あ
る
。「
言
い
表
し
よ
う
も
わ
か
ら
な
い
恋
の
火
は
、
あ
な

た
の
ほ
う
で
持
っ
て
い
た
の
で
し
た
、
見
初
め
て
か
ら
、
こ
ん
な
に
も
わ
た
し
は
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
」
と
な
ろ
う
。
見
初
め
て

恋
の
火
を
移
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑯
は
「
思
ひ
初
め
」
が
あ
っ
て
、「
見
初
め
」
が
あ
る
と
い
う
段
階
を
示
し
て
い
る
。「
見
初
め
て
し
ま
っ
た
が
、
思
い
初
め
て
い
な
か
っ
た

昔
を
恋
し
く
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
か
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
⑭
と
事
情
は
違
う
も
の
の
「
見
初
め
」
で
変
わ
っ
た
の

で
あ
る
。

「
見
初
め
」
を
使
用
し
た
歌
を
見
て
み
た
。
い
ず
れ
も
男
を
主
体
と
し
て
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
後
に
歴
然
と
変
化
し
た
恋
の
思
い
や
、

苦
し
み
を
詠
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
「
見
初
め
」
の
詠
み
方
が
、
情
愛
表
現
の
型
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
見
初
め
」



一
〇

は
散
文
と
和
歌
に
併
用
さ
れ
る
一
般
的
な
用
語
な
の
で
あ
る
。

五　

Ｂ
「
逢
う
系
」

Ｂ
「
逢
う
系
」
は
、「
逢
ひ
初
め
」
だ
け
で
あ
り
、
逢
う
意
を
働
か
せ
る
用
法
だ
が
「
見
初
め
」
と
は
違
っ
て
、
偏
っ
た
使
用
の
さ
れ
方
が
認

め
ら
れ
る
。
初
出
は
、
一
節
で
引
用
し
た
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
な
る
が
、
し
ば
ら
く
は
そ
れ
ほ
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

『
詞
花
集
』
以
降
に
歌
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。「
見
初
め
」
に
は
な
か
っ
た
歌
語
と
し
て
の
用
法
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
逢
ひ
初
め
」
を
「
藍
染
め
」
と
掛
詞
に
す
る
用
法
で
あ
る
。
染
め
物
は
色
褪
せ
る
の
で
、
そ
の
意
の
「
返
る
」
を
「
帰
る
」
と
掛
け
た
り
、
そ

の
産
地
と
な
る
播
磨
国
の
歌
枕
「
飾
磨
」
に
関
連
さ
せ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
飾
磨
と
い
え
ば
、「
逢
ひ
初
め
」
と

「
藍
染
め
」
を
掛
け
て
詠
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
筑
前
国
の
歌
枕
「
藍
染
川
」
と
掛
詞
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

⑴　

逢
ひ
初
め
て
ま
た
も
逢
ひ
は
べ
ら
ざ
り
け
る
女
に
つ
か
は
し
け
る
（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
一
八
・
叡
覚
法
師
（

⑵　

恋
ひ
恋
ひ
て
君
に
は
じ
め
て
逢
ひ
初
め
の
か
へ
る
色
と
は
今
朝
こ
そ
は
知
れ
（
頼
政
集
・
四
六
九
（

⑶　

逢
ひ
初
め
て
後
ぞ
あ
や
し
き
恋
衣
か
へ
る
に
色
の
ま
さ
る
べ
し
や
は
（
月
詣
和
歌
集
・
恋
下
・
五
六
九
・
顕
昭
（

⑷　

我
が
恋
は
逢
ひ
初
め
て
こ
そ
ま
さ
り
け
れ
飾
磨
の
褐
の
色
な
ら
ね
ど
も
（
詞
花
集
・ 

恋
下
・
二
三
四
・
藤
原
道
経
（

⑸　

頼
ま
ず
は
飾
磨
の
褐
の
色
を
見
よ
逢
ひ
初
め
て
こ
そ
深
く
な
る
な
れ
（
長
秋
詠
草
・
五
〇
九
（

⑹　

な
き
名
こ
そ
飾
磨
の
市
に
た
ち
に
け
れ
ま
だ
逢
ひ
初
め
ぬ
恋
す
る
も
の
を
（
山
家
集
・
一
二
四
二
（

⑺　

人
心
か
ね
て
知
り
せ
ば
中
中
に
逢
ひ
初
め
川
も
渡
ら
ざ
ら
ま
し
（
堀
河
百
首
・
一
二
一
三
・
隆
源
（

⑻　

あ
だ
人
に
逢
ひ
初
め
川
を
渡
ら
ず
は
心
尽
く
し
て
思
ひ
せ
ま
し
や
（
続
詞
花
集
・
恋
中
・
五
八
六
・
斎
院
帥
（

⑴
は
詞
書
で
の
使
用
で
あ
り
、
こ
こ
は
「
逢
ひ
て
逢
は
ぬ
恋
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
散
文
使
用
の
場
合
は
こ
の
他
の
用
例
も
含
め
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て
「
藍
染
め
」
と
掛
詞
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
⑵
以
降
は
、
い
ず
れ
も
「
逢
ひ
初
め
」
に
「
藍
染
め
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

⑵
は
「
後
朝
の
心
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
、「
恋
い
慕
っ
て
君
に
初
め
て
逢
い
初
め
を
し
て
帰
る
と
、
涙
に
よ
っ
て
、
藍
染
め
が
褪
せ
た
色
に

な
っ
て
い
る
と
今
朝
に
な
っ
て
知
っ
た
こ
と
だ
」
の
意
に
な
る
。「
か
へ
る
」
が
後
朝
に
「
帰
る
」
と
藍
染
め
の
色
が
褪
せ
る
「
返
る
」
の
掛
詞

に
な
っ
て
い
る
。
褪
せ
る
の
は
後
朝
の
別
れ
の
悲
し
さ
に
流
す
涙
の
せ
い
で
あ
る
。
⑶
は
、「
逢
い
初
め
を
し
た
後
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る

よ
、
帰
ろ
う
と
す
る
と
恋
心
が
ま
さ
る
の
に
、
衣
が
褪
せ
て
色
が
ま
さ
る
は
ず
が
な
い
の
で
」
と
な
ろ
う
か
。
共
に
「
か
へ
る
」
の
掛
詞
が
趣

向
に
な
っ
て
い
る
。

⑷
か
ら
は
⑹
は
歌
枕
「
飾
磨
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
飾
磨
の
地
は
濃
い
藍
色
の
褐か

ち

染
め
が
名
物
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
藍
染
め
や
褐
色
が

共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。「
飾
磨
」
と
言
え
ば
、「
藍
染
め
」
と
「
逢
ひ
初
め
」
の
掛
詞
を
使
用
す
る
の
が
定
石
で
あ
っ
た
例
で
あ
る
。
⑷
は
「
わ

た
し
の
恋
は
逢
い
初
め
を
し
て
恋
心
が
増
し
た
こ
と
だ
、
藍
染
め
の
飾
磨
の
褐
色
で
は
な
い
け
れ
ど
」
と
し
て
い
る
。
褐
は
色
が
濃
い
の
で
あ

る
。
⑸
は
「
初
遇
恋
」
の
題
詠
で
、「
わ
た
し
が
頼
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
飾
磨
の
褐
の
色
を
ご
覧
な
さ
い
、
藍
染
め
で
深
い
色
に
な

る
よ
う
に
、
あ
な
た
と
逢
い
初
め
を
し
て
深
い
愛
情
に
な
る
も
の
な
の
で
す
よ
」
と
な
る
。
⑹
は
「
飾
磨
の
市
」
の
用
法
で
、「
あ
ら
ぬ
評
判

が
、
飾
磨
に
市
が
立
つ
よ
う
に
、
た
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
、
飾
磨
の
藍
染
め
で
は
な
い
が
、
ま
だ
逢
い
初
め
を
す
る
ま
で
も
な
い
恋
を
し
て

い
る
の
に
」
の
意
と
な
る
。「
飾
磨
の
市
」
で
あ
っ
て
も
「
藍
染
め
」
が
響
く
の
で
あ
る
。

⑺
と
⑻
は
歌
枕
「
藍
染
川
」
を
詠
む
例
で
あ
る
。「
藍
染
川
」
は
染
川
と
も
言
い
、
早
く
に
『
伊
勢
物
語
』
六
一
段
で
「
染
川
を
渡
ら
む
人
の

い
か
で
か
は
色
に
な
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
む
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
。「
染
川
」
な
の
で
、
渡
る
人
は
「
色
に
な
る
」
と
す
る
の
で
あ
り
、「
逢

ひ
初
め
・
藍
染
め
」
の
元
と
な
っ
て
い
よ
う
。
⑺
は
「
遇
不
逢
恋
」
の
題
詠
で
、「
人
の
心
を
以
前
に
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
藍
染
め

川
を
渡
っ
て
、
逢
い
初
め
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
」
と
な
る
。『
堀
河
百
首
』
の
「
遇
不
逢
恋
」
は
、
す
べ
て
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
の
で（

（
（

、
こ
の
「
人
」
は
男
に
な
り
、「
逢
ひ
初
め
」
の
あ
と
、
変
心
し
、
逢
瀬
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
悔
を
女
の
立
場
で

詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
⑻
は
、「
浮
気
な
人
に
、
藍
染
め
川
を
渡
っ
て
、
逢
い
初
め
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
心
を
尽
く
す
思
い
を
し
た
こ
と
で
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あ
ろ
う
か
」
と
な
り
、
こ
れ
も
逢
い
初
め
を
後
悔
す
る
意
に
な
っ
て
い
る
。「
尽
く
し
」
は
「
筑
紫
」
を
掛
け
て
い
る
。

「
逢
ひ
初
め
」
は
、
詞
書
な
ど
で
の
散
文
使
用
を
除
く
と
、
多
く
「
藍
染
め
」
と
重
な
る
よ
う
に
詠
ま
れ
た
歌
語
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
語

と
し
て
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

Ｃ
「
通
う
系
」

平
安
貴
族
社
会
は
妻
問
婚
な
の
で
、
初
め
て
の
契
り
は
、
多
く
女
の
家
に
通
う
こ
と
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
男
を
主
体
と
す

る
「
通
ひ
初
め
」
も
初
め
て
の
契
り
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
丁
寧
語
で
示
す
「
ま
か
り
初
め
」
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
節
で
扱
う
Ｄ

「
行
く
の
敬
語
系
」
と
と
も
に
散
文
で
使
用
さ
れ
、
平
安
時
代
に
は
、
初
め
て
の
契
り
を
言
う
歌
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
用

例
を
見
て
行
き
た
い
。

「
通
ひ
初
め
」
は
、
和
歌
の
詞
書
に
わ
ず
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㋐　

実
範
朝
臣
の
娘
の
許
に
通
ひ
初
め
て
の
朝
に
つ
か
は
し
け
る
（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
六
五
・
源
頼
綱
（

㋑　

中
関
白
通
ひ
初
め
侍
り
け
る
頃
（
新
古
今
集
・
恋
三
・
一
一
四
九
・
儀
同
三
司
母
（

㋒　

女
親
王
に
通
ひ
初
め
て
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る
（
新
古
今
集
・
恋
三
・
一
一
七
七
・
源
清
蔭
（

㋐
㋒
は
共
に
「
朝
」
と
あ
る
の
で
後
朝
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
㋐
の
和
歌
で
は
「
帰
り
初
む
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
Ｆ
「
帰
る
系
」
で
触
れ
る
。
㋑
は
「
頃
」
と
あ
る
の
で
新
婚
時
代
と
な
る
が
、「
今
日
は
」
は
そ
の
当
日
と
な
ろ
う
。「
通
ひ
初
め
」
の
用
例

は
、
平
安
期
の
私
家
集
に
は
見
ら
れ
ず
、
右
の
勅
撰
集
の
み
と
な
る
。
し
か
し
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』
や
『
風
葉
和
歌
集
』
な
ど
で
は
、
物
語

に
使
用
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
男
女
関
係
成
立
を
「
通
ひ
初
め
」
で
示
し
て
、
歌
を
配
置
し
て
い
る
。

㋓　

宇
治
に
通
ひ
初
め
た
ま
ひ
し
頃
、
女
君
も
ろ
と
も
に
眺
め
た
ま
ひ
し
暁
、（
物
語
二
百
番
歌
合
・
九
（
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㋔　

一
条
の
女
三
の
皇
女
に
通
ひ
初
め
て
の
朝
に
（
風
葉
和
歌
集
・
九
一
〇
（

両
者
と
も
後
朝
の
歌
と
の
理
解
で
あ
る
。
和
歌
の
詞
書
に
お
い
て
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
す
こ
と
を
示
す
語
と
し
て
、「
通
ひ
初
め
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
勅
撰
集
で
は
丁
寧
語
と
な
る
「
ま
か
り
初
め
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

㋕　

女
の
許
に
ま
か
り
初
め
て
、
朝
に
（
後
撰
集
・
恋
六
・
一
〇
三
九
・
藤
原
蔭
基
（

㋖　

女
の
許
に
ま
か
り
初
め
て
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
二
三
・
大
江
為
基
（

㋗　

平
行
親
朝
臣
の
女
の
許
に
ま
か
り
初
め
て
、
ま
た
の
朝
に
よ
め
る
（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
六
七
・
藤
原
隆
方
（

㋘　

人
の
許
に
ま
か
り
初
め
て
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る
（
新
古
今
集
・
恋
三
・
一
一
五
二
・
藤
原
頼
忠
（

だ
い
た
い
八
代
集
の
時
代
を
通
じ
て
、
詞
書
で
使
用
さ
れ
た
の
は
「
ま
か
り
初
め
」
で
あ
っ
た
。
多
く
、
後
朝
の
歌
の
説
明
に
な
る
の
も
、

「
通
ひ
初
め
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

七　

Ｄ
「
行
く
の
敬
語
系
」

Ｄ
「
行
く
の
敬
語
系
」
の
「
お
は
し
初
め
」「
お
は
し
ま
し
初
め
」「
参
り
初
め
」
も
、
和
歌
で
の
使
用
が
な
い
。
前
二
者
は
、
男
へ
の
敬
意
を

込
め
た
用
例
で
あ
り
、『
一
条
摂
政
御
集
』
に
も
あ
り
、
ま
た
『
夜
の
寝
覚
』
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
語
り
で
多
く
目
に
つ
く
語
で
あ

る
。『
夜
の
寝
覚
』
と
『
栄
花
物
語
』
か
ら
引
用
し
た
い
。
な
お
、「
行
き
初
め
」
の
用
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、『
大
鏡
』
に
は
「
…
初

め
」
の
用
例
は
な
い
。

㊀　

そ
の
夜
に
な
り
て
、
お
は
し
初
め
ぬ
。（
夜
の
寝
覚
・
巻
一
・
五
五
頁
（

㊁　

例
の
宮
た
ち
は
、
我
が
里
に
お
は
し
初
む
る
こ
と
こ
そ
常
の
こ
と
な
れ
、（
第
一
・
月
の
宴
巻
・
三
七
頁
（
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㊂　

あ
る
べ
き
ほ
ど
に
目
安
く
し
た
て
て
お
は
し
初
め
さ
せ
た
ま
ふ
。（
第
四
・
見
果
て
ぬ
夢
巻
・
二
〇
六
頁
（

㊃　

こ
の
御
あ
た
り
に
お
は
し
初
め
て
後
は
、（
第
八
・
初
花
巻
・
四
五
九
頁
（

「
お
は
し
初
め
」
の
用
例
に
な
る
。
㊀
だ
け
が
『
夜
の
寝
覚
』
で
、
男
主
人
公
関
白
左
大
臣
男
権
中
納
言
が
源
氏
太
政
大
臣
家
の
大
君
の
も
と

に
通
い
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
婚
姻
は
太
政
大
臣
家
か
ら
の
縁
談
話
が
ま
と
ま
っ
た
結
果
な
の
で
、
婿
を
「
お
は
し
初
め
」
で
高
め
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

㊁
以
下
が
『
栄
花
物
語
』
正
編
か
ら
で
あ
る
。
㊁
は
普
通
の
親
王
た
ち
は
、
女
の
里
に
通
い
は
じ
め
る
の
が
通
例
だ
と
す
る
も
の
。
し
か
し
、

為
平
親
王
の
場
合
は
、
内
裏
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
源
高
明
女
は
参
内
し
て
、
帝
后
に
「
嫁
扱
ひ
」
さ
れ
た
と
続
い
て
い
る
。
㊂
は
藤
原
道
兼

が
養
女
昭
平
親
王
女
の
も
と
に
公
任
を
通
い
初
め
さ
せ
た
と
す
る
も
の
で
、
道
兼
に
対
し
て
「
た
ま
ふ
」
の
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
㊃
は
、

藤
原
頼
宗
が
、
伊
周
女
大
姫
君
の
許
に
通
い
は
じ
め
た
と
す
る
も
の
。
い
ず
れ
も
正
編
の
用
例
で
あ
っ
た
が
、
続
編
に
な
る
と
こ
の
形
で
は
な

く
、
よ
り
敬
意
の
高
い
「
お
は
し
ま
し
初
め
」
が
使
用
さ
れ
て
い
く
。

㊄　

よ
ろ
づ
い
み
じ
う
今
め
か
し
う
て
お
は
し
ま
し
初
め
さ
せ
た
て
ま
つ
り
つ
。（
第
二
七
・
衣
の
珠
巻
・
六
七
頁
（

㊅　

大
将
殿
お
は
し
ま
し
初
め
け
る
春
、（
第
三
五
・
く
も
の
振
舞
巻
・
三
二
四
頁
（

㊆　

ま
こ
と
や
右
の
大
殿
は
、
つ
ひ
に
殿
の
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
初
め
ぬ
。（
第
三
六
・
根
合
巻
・
三
七
五
頁
（

㊄
は
ま
だ
正
編
で
、
三
条
院
女
禔
子
内
親
王
を
小
一
条
院
が
養
女
の
よ
う
に
後
見
し
て
、
藤
原
道
長
男
教
通
を
通
わ
せ
は
じ
め
申
し
た
と
す

る
も
の
。「
お
は
し
ま
し
初
め
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
た
て
ま
つ
る
」
の
下
接
と
相
俟
っ
て
内
親
王
で
あ
る
こ
と
を
高
め
よ
う
と
し
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。

続
編
の
㊅
は
、
藤
原
頼
通
男
通
房
が
、
同
じ
く
頼
通
養
子
源
師
房
女
の
許
に
通
い
は
じ
め
た
こ
と
、
㊆
は
藤
原
教
通
が
、
禔
子
内
親
王
死
後

に
、
前
斎
宮
で
具
平
親
王
女
嫥
子
女
王
の
許
に
通
い
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。「
殿
の
斎
宮
」
と
さ
れ
る
「
殿
」
は
頼
通
で
、
嫥
子
女
王
は
妻
隆

姫
の
妹
に
あ
た
る
縁
で
後
見
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
養
女
で
あ
る
こ
と
を
導
く
の
は
危
険
で
あ
る（

（
（

。
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め
」
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『
栄
花
物
語
』
で
「
お
は
し
初
め
」「
お
は
し
ま
し
初
め
」
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
続
編
の
通
房
と
師
房
女
の
関
係
が
、

一
番
身
分
関
係
が
低
い
。
そ
れ
な
の
に
敬
意
の
高
い
「
お
は
し
ま
し
初
め
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
㊄
の
例
は
特
殊
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
や

は
り
正
編
と
続
編
の
作
者
の
違
い
、
語
り
の
違
い
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
続
編
は
、
同
時
代
に
か
か
わ
る
の
で
よ
り
高
い
敬
意
が
使
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

男
で
は
な
く
女
側
に
敬
意
を
込
め
る
と
「
参
り
初
め
」
の
形
に
な
る
。
す
で
に
『
狭
衣
物
語
』
の
一
品
宮
と
狭
衣
に
用
例
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
た
。
こ
の
他
に
は
、『
栄
花
物
語
』
に
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
『
狭
衣
物
語
』
と
は
違
い
、
男
を
高
め
て
い
る
。

㊇　

参
り
初
め
さ
せ
た
ま
へ
り
し
折
な
ど
は
、（
第
二
六
・
楚
王
の
夢
巻
・
五
一
八
（

道
長
女
嬉
子
が
、
東
宮
敦
良
親
王
に
入
宮
し
た
折
を
回
想
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
天
皇
・
東
宮
に
対
し
て
は
、
女
を
低
め
て
「
参
り
初
め
」

が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
の
人
物
と
の
違
い
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

八　

Ｅ
「
結
ぶ
系
」

Ｅ
「
結
ぶ
系
」
と
し
た
の
は
、「
結
び
初
め
」「
契
り
初
め
」「
寝
初
め
」
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
契
り
初
め
」
の
用
例
は
少
な
く
、

「
寝
初
め
」
を
こ
こ
に
入
れ
た
の
は
便
宜
の
措
置
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歌
語
使
用
で
あ
る
。
前
二
者
の
主
体
は
男
女
ど
ち
ら
で
も
可
能
の
は
ず
だ

が
、
次
の
㈠
の
よ
う
に
女
を
主
体
と
す
る
も
の
は
少
な
い
。「
結
び
初
め
」
か
ら
見
て
行
き
た
い
。

「
結
び
初
め
」
は
、
露
・
氷
・
草
木
な
ど
が
結
ぶ
と
す
る
例
の
ほ
う
が
多
く
、
羈
旅
歌
に
も
な
る
が
、
恋
歌
で
初
め
て
の
契
り
を
言
う
場
合
も

認
め
ら
れ
る
。

㈠　

何
せ
む
に
結
び
初
め
け
ん
岩
代
の
松
は
久
し
き
物
と
知
る
知
る
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
四
二
（

㈡　

武
蔵
野
に
我
が
標
結
ひ
し
若
草
を
結
び
初
め
つ
と
人
や
知
る
ら
ん
（
堀
河
百
首
・
一
一
七
五
・
藤
原
仲
実
（



一
六

㈢　

人
知
れ
ず
結
び
初
め
て
し
若
草
の
花
の
盛
り
も
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
（
千
載
集
・
恋
四
・
八
八
八
・
藤
原
隆
信
（

㈣　

六
月
を
待
て
と
契
り
し
若
草
を
結
び
初
め
ぬ
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
一
五
六
（

㈠
は
初
め
て
契
り
を
結
ぶ
意
で
の
早
い
例
で
あ
る
。
詞
書
に
「
あ
る
男
の
、
松
を
結
び
て
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
、
女
の
初
め
て

の
契
り
を
後
悔
す
る
歌
で
あ
る
。「
ど
う
し
て
初
め
て
の
契
り
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
岩
代
の
松
が
久
し
い
よ
う
に
、
人
の
訪
れ
を

待
つ
の
は
久
し
い
も
の
と
よ
く
よ
く
知
り
な
が
ら
」
と
な
る
。
背
景
に
は
幸
運
や
長
寿
を
祈
念
す
る
「
結
び
松
」
の
呪
術
が
あ
る
が
、「
松
」
が

「
待
つ
」
と
掛
詞
に
な
り
、
そ
れ
が
「
久
し
き
」
と
い
う
こ
と
で
愛
情
の
薄
さ
が
言
わ
れ
て
、「
契
り
初
め
」
が
悔
や
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
待
つ

恋
の
苦
し
み
を
詠
ん
だ
女
歌
と
な
る
。

㈡
は
、「
初
遇
恋
」
の
題
詠
で
、『
伊
勢
物
語
』
四
九
段
の
「
う
ら
若
み
寝
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
」
を
本
歌

に
し
て
い
よ
う
。「
武
蔵
野
に
わ
た
し
が
自
分
の
物
だ
と
し
る
し
て
お
い
た
若
草
の
よ
う
な
乙
女
と
、
契
り
を
初
め
て
結
ん
だ
こ
と
を
人
は
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
な
る
。

㈢
は
詞
書
に
「
絶
久
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
題
詠
で
あ
る
。『
井
蛙
抄
』
以
来
、
右
の
『
伊
勢
物
語
』
四
九
段
の
歌

と
、『
源
氏
物
語
』
の
「
見
し
折
の
つ
ゆ
忘
ら
れ
ぬ
朝
顔
の
花
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
」（
朝
顔
巻
・
四
七
六
頁
（
の
二
首
が
本
歌
と
さ
れ

て
い
る
が
、
㈡
の
歌
の
ほ
う
が
直
截
的
に
響
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
㈡
の
「
若
草
を
結
び
初
め
つ
と
人
や
知
る
ら
ん
」
を
受
け
て
、「
人
知
れ

ず
結
び
初
め
て
し
若
草
」
と
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
㈡
で
の
契
り
を
㈢
で
は
過
去
の
も
の
と
し
、
さ
ら
に
「
花
の
盛
り
も
過
ぎ
や
し
ぬ
ら

ん
」
と
現
在
ま
で
の
時
の
経
過
を
言
う
の
で
あ
る
。
㈡
を
本
歌
と
見
る
こ
と
で
、
契
り
を
初
め
て
交
わ
し
た
乙
女
が
、
別
れ
た
後
、
盛
り
を
過

ぎ
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
の
よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
「
絶
久
恋
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
片
野
達
郎
・
松
野
陽

一
校
注
『
千
戴
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
九
三
・
四
（
は
、「
む
す
び
そ
め
て
し
」
に
対
し
て
、「
恋
心
を
抱
い
た
」
と
し
て
い

る
が
、
こ
れ
で
は
こ
の
恋
題
に
も
ふ
さ
わ
し
く
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
上
條
彰
次
校
注
『
千
載
和
歌
集
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
・
一
一
（
と
も

ど
も
㈡
を
本
歌
と
す
る
指
摘
は
な
い
。
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㈢
の
歌
の
趣
向
は
成
功
し
て
、「
若
草
」
と
「
結
び
初
め
」
の
結
び
つ
き
が
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
詠
者
藤
原
隆
信
と
交
渉
の
あ
っ
た
建
礼

門
院
右
京
大
夫
の
㈣
は
、
こ
の
歌
を
意
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
措
辞
と
し
て
は
㈡
と
近
い
。

こ
の
㈣
に
は
、「
人
の
女
を
言
ふ
人
に
、
五
月
過
ぎ
て
と
契
り
け
る
を
、
心
焦
ら
れ
し
て
、
忍
び
て
入
り
に
け
り
と
聞
く
人
の
許
へ
、
人
に
代

は
り
て
」
と
あ
り
、
詠
歌
事
情
が
分
か
る
。
結
婚
を
忌
む
五
月
を
過
ぎ
て
か
ら
結
婚
す
る
と
の
約
束
を
待
ち
切
れ
ず
に
女
の
許
に
忍
び
込
ん
で

し
ま
っ
た
男
に
対
し
て
、
そ
の
女
の
親
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
歌
と
な
る
。「
六
月
に
な
る
ま
で
待
ち
な
さ
い
と
約
束
し
た
若
草
と
契
り
を
結
ん
で

し
ま
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
は
真
実
で
す
か
」
と
難
詰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

万
葉
の
時
代
以
来
の
結
び
松
の
呪
術
は
受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、
結
ぶ
を
契
る
意
に
、
松
を
若
草
に
転
化
し
て
「
結
び
初
め
」
は
さ
ら
に
新

た
な
歌
語
と
し
て
再
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
「
契
り
初
め
」
で
あ
る
。
こ
の
形
は
、
初
め
て
そ
の
よ
う
に
取
り
き
め
た
と
い
う
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
が
、
少
な

い
な
が
ら
も
初
め
て
の
契
り
を
交
わ
す
意
も
認
め
ら
れ
る
。

㈤　

万
代
を
契
り
初
め
つ
る
し
る
し
に
は
か
つ
が
つ
今
日
の
暮
ぞ
久
し
き
（
千
載
集
・
恋
三
・
七
九
七
・
後
白
河
院
（

㈥　

今
日
こ
そ
は
思
ふ
心
の
身
を
知
る
に
同
じ
縁え

に
と
も
契
り
初
め
つ
れ
（
壬
二
集
・
一
一
〇
一
（

㈤
に
は
「
位
の
御
時
、
皇
太
后
宮
は
じ
め
て
参
り
た
ま
へ
り
け
る
後
の
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
の
詞
書
が
あ
り
、
後
白
河
天
皇
に
藤
原

公
能
女
忻
子
が
、
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
（
一
〇
月
二
〇
日
に
入
内
し
た
折
の
後
朝
の
歌
で
あ
る
。「
契
り
」
は
両
様
に
か
か
っ
て
お
り
、「
万

代
を
契
り
」
で
偕
老
同
穴
の
約
束
を
交
わ
し
た
意
が
働
き
、「
契
り
初
め
」
で
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
意
に
な
っ
て
い
る
。「
行
く
久
し
く
共

に
い
よ
う
と
誓
っ
て
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
そ
の
証
拠
と
し
て
、
早
く
も
今
日
の
夕
暮
れ
ま
で
が
久
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

㈥
は
「
初
恋
」
の
題
詠
で
あ
る
。
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、「
今
日
こ
そ
は
あ
な
た
を
思
う
心
の
あ
る
我
が
身
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

同
じ
縁
を
結
ぶ
よ
う
に
と
約
束
し
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
だ
」
と
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
「
契
り
」
に
約
束
す
る
意
を
重
ね
て
お
り
、



一
八

こ
う
す
る
こ
と
が
「
契
り
初
め
」
の
使
わ
れ
方
に
な
る
。

次
は
「
寝
初
め
」
の
例
で
あ
る
。

㈦　

杉
板
も
て
葺
け
る
板
間
の
あ
は
ざ
ら
ば
如
何
せ
ん
と
か
我
が
寝
初
め
け
ん
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
四
六
（

㈧　

隠
れ
沼
の
下
行
く
水
の
思
ほ
え
ば
如
何
に
せ
よ
と
か
我
が
寝
初
め
け
ん
（
古
今
六
帖
・
三
・
沼
・
一
六
八
六
（

㈨　

言
の
葉
は
色
や
は
見
ゆ
る
は
濃
紫
深
き
心
は
寝
初
め
て
ぞ
知
る
（
兼
盛
集
・
二
五
（

㈦
は
『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
旧
二
六
五
〇
の
異
伝
歌
で
あ
る
。『
拾
遺
集
』
の
形
で
は
、「
杉
板
で
も
っ
て
屋
根
を
葺
い
た
、
そ
の
板
の
隙
間

が
合
わ
な
く
な
る
よ
う
に
、
逢
え
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
つ
も
り
で
私
は
共
寝
し
て
契
り
を
交
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
な
る
。「
逢
ひ
て

逢
は
ざ
る
恋
」
に
な
る
こ
と
も
考
え
ず
に
逢
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
回
顧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈧
は
、
㈦
の
下
の
句
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
類
想
歌
と
な
る
。「
隠
れ
沼
の
下
を
流
れ
行
く
水
の
よ
う
に
、
忍
び
の
関
係
に
な
る
こ
と
を
思
っ
た

な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
す
る
つ
も
り
で
私
は
共
寝
し
て
契
り
を
交
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
な
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
趣
向

と
な
る
。

㈨
は
、「
色
」「
濃
紫
」
な
ど
と
あ
る
の
で
、「
初
め
」
は
「
染
め
」
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
詞
書
に
「
い
み
じ
う
恨
む
れ
ば
、
時
々
は
聞
こ
ゆ

る
折
も
あ
る
は
と
女
の
言
ふ
に
」
と
あ
り
、
男
が
女
を
ひ
ど
く
恨
み
、
時
々
は
そ
の
恨
み
ご
と
が
聞
こ
え
て
く
る
折
も
あ
る
こ
と
で
す
よ
と
女

が
言
っ
て
寄
こ
し
た
の
で
、
男
が
返
し
た
歌
と
な
る
。「
恨
め
し
く
思
う
わ
た
し
の
言
の
葉
に
、
愛
情
の
色
が
見
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う

か
、
濃
紫
の
色
が
深
く
染
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
深
い
心
は
あ
な
た
と
寝
初
め
を
し
て
こ
そ
分
か
る
の
で
す
よ
」
と
逢
瀬
を
願
う
の
で

あ
る
。
高
橋
正
治
『
兼
盛
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
三
・
六
（
は
「
そ
め
」
に
対
し
て
、「「
初
め
、
染
め
」、
前
と
違
っ
た
状
態
と

な
っ
て
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
つ
づ
く
意
」
と
し
て
い
る
が
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
す
意
も
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
寝
初
め
」
の
歌
は
、
こ
の
ほ
か
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
万
葉
的
な
直
截
表
現
で
あ
る
せ
い
か
、
（0
世
紀
半
ば
頃
で
、
そ
の
使
用
は
姿
を
消

し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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九　

Ｆ
「
帰
る
系
」

最
後
の
Ｆ
「
帰
る
系
」
は
、「
帰
り
初
め
」
だ
け
で
あ
り
、
後
朝
の
歌
か
後
朝
の
別
れ
の
歌
に
使
用
さ
れ
る
形
で
あ
る
。

⒜　

い
に
し
へ
の
人
さ
へ
今
朝
は
辛
き
か
な
明
く
れ
ば
な
ど
か
帰
り
初
め
け
ん
（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
六
五
・
源
頼
綱
（

⒝　

我
ば
か
り
思
ふ
心
は
あ
り
き
や
と
帰
り
初
め
け
ん
人
に
問
は
ば
や
（
月
詣
和
歌
集
・
恋
下
・
五
六
六
・
藤
原
良
清
（

⒞　

明
け
ぬ
と
て
帰
り
初
め
け
む
い
に
し
へ
に
代
は
る
例
を
今
朝
は
残
さ
む
（
拾
玉
集
・
一
〇
七
八
（

⒟　

今
の
間
の
我
が
身
に
限
る
鳥
の
音
を
誰
憂
き
も
の
と
帰
り
初
め
け
ん
（
拾
遺
愚
草
・
一
四
六
一
（

⒜
に
は
「
実
範
朝
臣
の
む
す
め
の
許
に
通
ひ
初
め
て
の
朝
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
の
詞
書
が
あ
る
。「
昔
の
人
で
さ
え
後
朝
の
別
れ
を
す
る
今

朝
は
辛
く
思
わ
れ
ま
す
、
そ
の
昔
の
人
は
、
夜
が
明
け
る
と
ど
う
し
て
帰
り
初
め
を
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。「
帰
り
初

め
」
は
、
帰
る
こ
と
を
始
め
た
意
が
表
に
立
つ
が
、
初
め
て
後
朝
の
別
れ
を
し
て
帰
る
意
が
重
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
帰
り
初
め
」
の
用

例
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

⒝
に
は
「
後
朝
恋
の
心
を
よ
め
る
」
と
の
詞
書
が
あ
る
。「
わ
た
し
ほ
ど
あ
な
た
を
思
う
心
が
あ
っ
た
の
か
と
、
帰
り
初
め
を
始
め
た
人
に
問

い
た
い
も
の
だ
」
と
な
る
。
⒞
は
「
後
朝
恋
」
の
題
詠
で
あ
る
。「
夜
が
明
け
た
と
い
う
こ
と
で
帰
り
初
め
を
始
め
た
昔
に
代
わ
る
例
を
今
朝
は

残
し
た
い
こ
と
で
す
」
と
な
る
。
⒟
も
「
後
朝
恋
」
の
題
詠
で
、「
今
の
間
の
我
が
身
だ
け
に
限
ら
れ
て
聞
こ
え
る
鳥
の
鳴
き
声
を
、
誰
が
い
や

な
も
の
と
し
て
帰
り
初
め
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
な
る
。

後
朝
に
か
か
わ
る
「
帰
り
初
め
」
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
昔
、
朝
に
帰
り
は
じ
め
た
人
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
初
め
て
後
朝
の
別
れ
を
し
て
帰
る
意
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



二
〇

お
わ
り
に

以
上
、
初
め
て
契
り
を
交
わ
す
意
に
な
る
多
様
な
「
…
初
め
」
の
形
を
見
て
来
た
。
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
言
い
方
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も

男
を
主
体
と
し
た
男
女
関
係
成
立
を
言
う
多
く
の
語
彙
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
多
様
な
「
…
初
め
」
は
、
散
文
使
用
か
和
歌

使
用
か
、
あ
る
い
は
併
用
か
の
差
異
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
逢
ひ
初
め
」「
帰
り
初
め
」
の
よ
う
に
用
法
上
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
確
認
し
た
こ
と
で
、「
思
い
初
め
」「
恋
ひ
初
め
」
か
ら
「
言
ひ
初
め
」
に
な
り
、
さ
ら
に
「
居
初
め
」「
来
初
め
」
を
し
て
、

「
見
初
め
」
に
代
表
さ
れ
る
形
で
、
婚
姻
関
係
・
愛
人
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
跡
づ
け
た
こ
と
に
な
る
。
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