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『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
短
連
歌

鹿
　
野
　
谷
　
有
　
希

一
　
は
じ
め
に

　
『
落
窪
物
語
』
に
は
、
短
連
歌
が
二
聯
収
め
ら
れ
て
い
る
。
短
連
歌
と
は
、

前
句
（
上
句
）
と
付
句
（
下
句
）
の
二
句
一
聯
の
唱
和
だ
け
で
詠
み
終
わ
る
連

歌
の
こ
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
頃
か
ら
次
第
に
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
頃
の

文
学
に
い
く
つ
か
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
平
安
文
学
に
お
け
る
短
連
歌
に
つ
い

て
の
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
殊
に
物
語
に
お
け
る
短
連
歌
の
研
究
は
、
ほ

と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
、
短
連
歌
が

ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、『
落
窪
物
語
』
の

は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と
も

言
は
で
を
こ
ひ
に
身
を
こ
が
れ
ま
し 

（
巻
二
、
一
六
七
頁
）

と
い
う
短
連
歌
を
主
に
考
察
し
て
い
く
。
も
う
ひ
と
つ
の
短
連
歌
で
あ
る

何
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む

身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し 

（
巻
一
、
六
九
頁
）

に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

二
　
短
連
歌
に
つ
い
て

　
『
落
窪
物
語
』
の
短
連
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
短
連
歌
に
つ

い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。
短
連
歌
は
、
和
歌
の
上
句
五
七
五
と
下

句
七
七
と
で
唱
和
問
答
す
る
、
二
句
完
結
の
連
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
『
源
順

集
』
や
『
袋
草
子
』
に
は
、
上
句
五
七
と
下
句
五
七
七
に
分
け
ら
れ
る
も
の
も

存
在
す
る
。
短
連
歌
の
起
源
は
、『
万
葉
集
』
巻
八
（
一
六
三
五
）
の
尼
と
家

持
の
唱
和
と
も
、『
日
本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
と
秉
燭
者
の
問
答
（
酒
折
宮
問

答
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
短
連
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
質
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
大
和

物
語
』
第
一
二
八
段
に
は

わ
た
つ
み
の
な
か
に
ぞ
立
て
る
さ
を
鹿
は 

（
す
き
者
ど
も
）

秋
の
山
べ
や
そ
こ
に
見
ゆ
ら
む 

（
檜
垣
の
御
）

と
い
う
短
連
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
答
型
の
短
連
歌
に
見

ら
れ
る
特
質
に
、
ま
ず
は
注
目
し
た
い
。
こ
の
問
答
型
に
つ
い
て
土
橋
寛
氏
は
、

「
か
や
う
に
連
歌
も
歌
才
試
問
の
文
學
で
あ
る
事
は
、
短
歌
を
以
て
す
る
贈
答

と
同
様
で
あ
る
が
、
答
の
形
が
短
い
だ
け
相
手
が
束
縛
を
受
け
る
こ
と
は
大
き
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い
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
有
効
な
試
問
方
法
だ
と
言
へ
）
1
（
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

先
の
『
大
和
物
語
』
第
一
二
八
段
は
、
風
流
な
人
た
ち
が
意
地
悪
を
し
て
、
わ

ざ
と
常
識
を
外
れ
た
前
句
を
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
檜
垣
の
御
が
機
知
に
富
ん

だ
付
句
を
詠
み
、
う
ま
く
切
り
抜
け
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
章
段
は

檜
垣
の
御
の
機
知
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
い
文
字
数
で
返
歌
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
短
連
歌
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
檜
垣
の
御
の
機
知
が
際
立
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
短
連
歌
が
持
つ
特
質
だ
と
い
え
る
。

　

ま
た
木
藤
才
蔵
氏
は
、『
大
和
物
語
』
第
一
六
八
段
等
に
見
ら
れ
る

人
ご
こ
ろ
う
し
み
つ
今
は
頼
ま
じ
よ 

（
女
）

夢
に
見
ゆ
や
と
ね
ぞ
過
ぎ
に
け
る 

（
遍
昭
）

を
、「
洒
落
と
洒
落
と
が
対
応
し
、
そ
れ
が
と
も
に
時
刻
を
ひ
つ
か
け
て
呼
応

す
る
よ
う
に
句
作
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
完
成
期
の
短
連
歌
に
匹
敵
す
る
高

度
の
技
法
を
み
る
こ
と
が
で
き
）
2
（
る
。」
と
し
、
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段

に
見
ら
れ
る

か
ち
人
の
渡
れ
ど
濡
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
ば 
（
斎
宮
）

ま
た
あ
ふ
坂
の
関
は
こ
え
な
む 
（
男
）

を
、「
上
句
が
、
ま
こ
と
に
心
残
り
な
こ
と
だ
と
い
う
意
味
を
言
外
に
匂
わ
せ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
句
の
ほ
う
で
は
積
極
的
に
再
会
の
気
持
を
述
べ
て
い

る
も
の
の
、
上
句
の
深
い
思
い
を
智
的
に
軽
く
さ
ば
い
た
と
い
っ
た
趣
の
も
の

で
あ
）
3
（
る
。」
と
し
て
、
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
宮
廷
や
貴
族
社
会
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
た
連
歌
は
、
遊
戯
的
色
彩
が
濃
い
と
述
べ
て
い
）
4
（
る
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
主
に
付
句
を
詠
む
者
の

機
知
を
試
す
、
言
語
遊
戯
的
な
側
面
が
、
短
連
歌
の
特
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
こ
と
が
分
か
る
。
は
た
し
て
『
落
窪
物
語
』
の
短
連
歌
に
も
、
同
様
の
特
質

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、『
落
窪
物
語
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
一
条
朝
頃
ま
で
を
対
象
と
し

て
、
平
安
時
代
の
文
学
に
短
連
歌
が
ど
の
程
度
見
ら
れ
る
の
か
確
認
し
て
お
こ

う
。

　

ま
ず
和
歌
集
で
あ
る
が
、
勅
撰
和
歌
集
（
三
代
集
）
に
お
い
て
は
『
古
今

集
』
で
は
一
聯
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、『
後
撰
集
』
で
は
一
聯
、『
拾

遺
集
』
で
は
六
聯
が
見
ら
れ
る
。
私
家
集
は
『
業
平
集
』『
遍
照
集
』『
檜
垣
嫗

集
』『
赤
染
衛
門
集
』
な
ど
で
見
ら
れ
る
が
、
特
に
『
実
方
集
』
に
は
二
〇
数

聯
も
の
短
連
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
日
記
・
随
筆
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』
で
二
聯
、『
和
泉
式
部

日
記
』
で
三
聯
見
ら
れ
る
。

　

最
後
に
物
語
だ
が
、『
伊
勢
物
語
』（
六
九
段
）
に
一
聯
、『
大
和
物
語
』（
一

二
八
段
、
一
六
八
段
）、『
平
中
物
語
』（
九
段
、
二
五
段
）
に
そ
れ
ぞ
れ
二
聯

ず
つ
見
ら
れ
る
。
一
方
で
『
竹
取
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』『
源
氏
物
語
』
に
は
、

ま
っ
た
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
短
連
歌
は
短
編
の
歌
物
語

の
み
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
・
長
編
物
語
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
さ
ら
に
短
編
の
歌
物
語
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
章
段
に
一
つ
の
短
連

歌
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
中
・
長
編
物
語
で
あ
り
な
が
ら
二
聯
も
の
短
連
歌

を
取
入
れ
て
い
る
『
落
窪
物
語
』
は
、
異
例
の
作
品
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

散
逸
作
品
に
短
連
歌
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
当
然
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
現

存
す
る
作
品
か
ら
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
ま
た
、

三
聯
の
短
連
歌
を
含
む
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
、『
和
泉
式
部
物
語
』
と
も
称
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さ
れ
る
。
実
在
し
た
人
物
（
和
泉
式
部
・
敦
道
親
王
）
に
よ
っ
て
和
歌
が
詠
ま

れ
て
い
る
点
で
、
完
全
な
作
り
物
語
で
あ
る
『
落
窪
物
語
』
と
は
区
別
さ
れ
る

が
、
両
者
に
は
意
外
に
近
い
一
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
　『
落
窪
物
語
』
の
短
連
歌

　

次
に
、『
落
窪
物
語
』
の
短
連
歌
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。『
落
窪
物
語
』
に

収
め
ら
れ
て
い
る
短
連
歌
は
、
次
の
二
聯
で
あ
る
。

　

①
前
句
・
道
頼　

何
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む

付
句
・
姫
君　

身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し 

（
巻
一
、
六
九
頁
）

　

②
前
句
・
姫
君　

は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と
も

付
句
・
道
頼　

言
は
で
を
こ
ひ
に
身
を
こ
が
れ
ま
し

 
（
巻
二
、
一
六
七
頁
）

　

今
後
こ
れ
ら
の
短
連
歌
を
示
す
場
合
、
例
え
ば
「
何
ご
と
を
…
…
」
の
短
連

歌
を
示
す
場
合
は
、
①
、
も
し
く
は
①
の
短
連
歌
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
こ
で
、
①
と
②
の
短
連
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し

て
お
こ
う
。
ま
ず
①
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
三
日
目
の
夜
で

あ
る
。
激
し
い
雨
の
た
め
、
道
頼
は
姫
君
の
も
と
へ
向
か
う
こ
と
を
諦
め
、
そ

の
こ
と
を
伝
え
る
手
紙
を
姫
君
に
送
っ
た
。
中
納
言
邸
で
は
、
そ
の
手
紙
を
読

ん
だ
姫
君
と
童
女
の
あ
こ
き
が
落
胆
し
て
い
る
。
一
方
、
あ
こ
き
の
手
紙
か
ら

今
夜
が
三
日
目
の
夜
だ
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
た
道
頼
は
、
中
納
言
邸
へ
向

か
う
こ
と
を
決
心
す
る
。
①
の
短
連
歌
は
、
激
し
い
雨
や
盗
人
に
間
違
え
ら
れ

る
な
ど
の
、
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
姫
君
の
も
と
に
到
着
し
た
道
頼
が
、

姫
君
と
対
面
し
、
詠
み
合
っ
た
歌
で
あ
る
。

　

そ
し
て
②
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
姫
君
が
道
頼
に
よ
り
中
納
言
邸
か
ら
救
出
さ

れ
た
後
の
、
あ
る
雪
が
降
る
冬
の
日
で
あ
る
。
姫
君
と
道
頼
は
火
桶
を
囲
み
な

が
ら
、
こ
の
短
連
歌
を
詠
み
交
わ
し
て
い
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
本

稿
で
は
②
の
短
連
歌
を
主
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

　

こ
の
二
つ
の
短
連
歌
に
は
、
共
通
点
と
対
照
的
な
点
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

以
下
に
箇
条
書
き
で
示
し
て
み
た
い
。

【
共
通
点
】

・
詠
み
人
は
姫
君
と
道
頼
で
あ
る
。

・ 

手
紙
に
よ
る
や
り
と
り
で
は
な
く
、
隔
て
も
な
く
対
面
し
て
い
る
場
で
詠
ま

れ
て
い
る
。

・
短
連
歌
の
あ
と
に
「
臥
し
給
ひ
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

【
対
照
的
な
点
】

・ 

詠
む
順
番
が
逆
で
あ
る
（
①
は
道
頼
か
ら
姫
君
で
あ
る
が
、
②
は
姫
君
か
ら

道
頼
で
あ
る
）。

・
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
の
、
物
語
に
お
け
る
必
要
性
が
異
な
る
。

　

対
照
的
な
点
の
二
つ
目
に
あ
る
「
和
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
の
、
物
語
に
お
け

る
必
要
性
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
①
は
、
結
婚
三
日
目
の
夜
、
大
雨

の
中
を
道
頼
が
姫
君
の
も
と
へ
向
か
う
と
い
う
、『
落
窪
物
語
』
の
中
で
は

も
っ
と
も
有
名
か
つ
重
要
な
場
面
の
一
つ
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
物
語
の
流
れ
の

上
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
場
面
で
あ
る
が
、
他
方
、
②
が
詠
ま
れ
た
場
面
は
挿

入
話
的
で
あ
り
、
た
と
え
こ
の
場
面
が
無
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
物
語
の
流
れ

に
支
障
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四
　
短
連
歌
「
は
か
な
く
て
…
…
」

　

こ
の
節
で
は
、
②
の
短
連
歌
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
②
が

詠
ま
れ
て
い
る
場
面
の
本
文
を
、
次
に
掲
げ
る
。

　
（
道
頼
が
）
二
条
に
お
は
し
た
れ
ば
、（
姫
君
ハ
）
雪
の
降
る
を
見
出
だ

し
て
、
火
桶
に
押
し
か
か
り
て
、
灰
ま
さ
ぐ
り
て
居
給
へ
る
、
い
と
を
か

し
け
れ
ば
、
向
か
ひ
給
へ
る
に
、

は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と
も

と
書
く
を
、
あ
は
れ
に
見
給
ふ
。
ま
こ
と
に
と
思
し
て
、
男
君
、

言
は
で
を
こ
ひ
に
身
を
こ
が
れ
ま
し

と
て
、
や
が
て
、
男
君
、

埋
み
火
の
生
き
て
う
れ
し
と
思
ふ
に
は
わ
が
懐
に
抱
き
て
ぞ
寝
る

と
て
、
搔
き
抱
き
て
臥
し
給
ひ
ぬ
。
女
君
、「
い
と
さ
し
こ
と
な
り
」
と

て
笑
ひ
給
ふ
。 

（
巻
二
、
一
六
七
頁
）

　

考
察
に
入
る
前
に
、
②
の
短
連
歌
で
使
わ
れ
て
い
る
語
句
や
技
法
等
に
つ
い

て
触
れ
て
お
く
。
ま
ず
、
姫
君
の
前
句
「
は
か
な
く
て
…
…
」
に
使
わ
れ
て
い

る
「
消
ゆ
（
消
え
）」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
姫
君
が
「
消
ゆ
」
を
用

い
て
詠
ん
だ
歌
は
、
他
に
四
例
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
二
例
を
見
て
お
こ
う
。

我
に
つ
ゆ
あ
は
れ
を
か
け
ば
立
ち
返
り
と
も
に
を
消
え
よ
憂
き
離
れ
な
む

 

（
巻
一
、
二
二
頁
）

人
知
れ
ず
思
ふ
心
も
言
は
で
さ
は
露
と
は
か
な
く
消
え
ぬ
べ
き
か
な

 

（
巻
一
、
一
二
八
頁
）

　
「
我
に
つ
ゆ
…
…
」
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
実
母
を
思
い
な
が
ら
詠

ん
だ
和
歌
で
あ
る
。
姫
君
は
中
納
言
邸
に
い
る
あ
い
だ
、
実
母
が
い
な
い
悲
し

み
や
継
母
か
ら
の
虐
め
に
よ
り
、
何
度
も
消
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
死
ぬ
こ
と
を

願
っ
て
い
た
。「
人
知
れ
ず
…
…
」
は
、
継
母
に
よ
っ
て
物
置
の
よ
う
な
部
屋

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
詠
ん
だ
、
道
頼
へ
の
返
歌
で
あ
る
。
硯
や
筆

が
な
い
た
め
、
針
の
先
で
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
②
の
短
連
歌
と
は
、
多
く

の
語
句
が
重
な
っ
て
い
る
上
に
、
筆
以
外
の
も
の
を
使
っ
て
書
か
れ
た
点
も
共

通
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
第
五
節
で
述
べ
た
い
。
な
お
、
姫
君
は
物
置
の
よ

う
な
部
屋
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
と
き
に
四
首
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
の

う
ち
の
三
首
に
「
消
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
思
い
を
、
姫
君

は
い
ま
眼
前
に
あ
る
火
桶
か
ら
、
想
起
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
消
ゆ
」
と
火
桶
の
「
火
」
は
縁
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、
道
頼
が
詠
ん
だ
付
句
「
言
は
で
を
こ
ひ
に
…
…
」
だ
が
、
こ
れ
は
前

句
の
「
思
ふ
と
も
」
が
姫
君
を
主
語
と
し
て
い
る
の
に
、
付
句
で
は
道
頼
自
身

を
主
語
に
変
え
て
、「（
思
ふ
と
も
）
言
は
で
を
こ
ひ
に
…
…
」
と
続
け
た
も
の

で
あ
る
。「
恋
（
こ
ひ
）」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
を
、「
こ
が
れ
」
に
「
焼
け
こ

げ
る
」
の
意
味
と
「
恋
い
こ
が
れ
る
」
の
意
味
を
掛
け
る
。「
火
」「
こ
が
る
」

は
縁
語
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
考
察
に
入
る
が
、
ま
ず
は
こ
の
短
連
歌
が
意
図
さ
れ
た
も
の
な
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
歌
は
短
連

歌
の
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
姫
君
が
初
め
か
ら
短
連
歌
に
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
①
の
場
合
は
、
道
頼
が
「
何
ご

と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む
」
と
、
姫
君
に
問
い
か
け
て
い
る
の
で
、
短
連

歌
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
②
の
場
合
は
、
問
い
か
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け
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
分
か
ら
な
い
。

　

姫
君
が
「
は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と
も
」
と
詠
ん
だ
意
図
と
し

て
、
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

　

Ａ
独
詠
歌
を
詠
も
う
と
し
た
。

　

Ｂ
道
頼
に
、
短
歌
（
五
七
五
七
七
）
を
詠
み
か
け
よ
う
と
し
た
。

　

Ｃ
道
頼
に
、
短
連
歌
を
詠
み
か
け
よ
う
と
し
た
。

　

ま
ず
Ａ
は
、
姫
君
が
独
詠
歌
を
詠
ん
で
い
る
途
中
で
、
道
頼
が
下
句
を
詠
ん

だ
場
合
で
あ
る
が
、
目
の
前
に
道
頼
が
い
る
の
に
独
詠
歌
を
詠
も
う
と
し
た
と

は
、
考
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

Ｂ
は
、
姫
君
が
短
歌
（
五
七
五
七
七
）
を
詠
み
か
け
よ
う
と
し
た
途
中
で
、

Ａ
と
同
様
に
道
頼
が
下
句
を
詠
ん
だ
場
合
で
あ
る
。
短
歌
で
詠
み
か
け
る
こ
と

は
一
般
的
な
贈
答
歌
の
形
で
あ
る
た
め
、
Ｂ
を
意
図
し
た
可
能
性
は
高
い
。

　

ま
た
Ｃ
は
、
姫
君
が
初
め
か
ら
短
連
歌
に
す
る
つ
も
り
で
詠
み
か
け
た
場
合

で
あ
る
。
問
い
か
け
の
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
前
句
が
問
い
か
け
の
形
に

な
っ
て
い
な
い
短
連
歌
は
、
他
の
文
学
作
品
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
、
一
一
月
の
「
み
ぞ
れ
だ
ち
た
る
雨
の
、
の
ど
や
か

に
降
る
」
夜
に
、
宮
と
女
が
会
話
を
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
宮
は
、
出
家

を
仄
め
か
し
、
女
と
次
の
よ
う
な
短
連
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
。

な
ほ
ざ
り
の
あ
ら
ま
し
ご
と
に
夜
も
す
が
ら 

（
宮
）

落
つ
る
涙
は
雨
と
こ
そ
降
れ 

（
女
）

こ
の
よ
う
に
宮
が
詠
ん
だ
前
句
は
、
問
い
か
け
の
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
よ
っ

て
、
姫
君
が
短
連
歌
を
詠
み
か
け
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
、
大
い
に
あ
る
の
で

あ
る
。

　

は
っ
き
り
い
っ
て
、
Ａ
か
ら
Ｃ
の
ど
れ
が
正
し
い
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
Ａ
の
可
能
性
は
や
や
低
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
残
り
は
Ｂ
と
Ｃ
で

あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
ひ
と
つ
に
絞
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
ど
ち
ら
も
、
姫
君

か
ら
詠
み
か
け
た
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
次
は
②
の
短
連
歌
を
、
姫
君
か
ら
の
詠
み
か
け
と
み
な
し
て
考
察

し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
贈
答
歌
を
交
わ
す
場
合
に
、
女
性
か
ら
積
極
的
に
歌

を
詠
み
か
け
る
こ
と
は
、
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。『
落
窪
物
語
』
の
姫
君
と

道
頼
の
贈
答
歌
を
見
て
み
る
と
、
姫
君
か
ら
の
詠
み
か
け
と
見
ら
れ
る
も
の
が

い
く
つ
か
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
道
頼
か
ら
の

手
紙
や
話
し
か
け
に
対
す
る
、
受
動
的
な
詠
み
か
け
で
あ
る
。
受
動
的
な
詠
み

か
け
と
い
う
意
味
を
、
具
体
例
で
も
っ
て
説
明
し
よ
う
。
巻
一
（
一
〇
六
頁
）

に
は
、

　

少
将
の
御
も
と
よ
り
、
御
文
あ
り
。

「
い
か
に
ぞ
、
昨
夜
の
縫
ひ
さ
し
物
は
。
腹
、
ま
だ
立
ち
出
で
ず
や
。

い
と
聞
か
ま
ほ
し
く
こ
そ
。
さ
て
、
笛
忘
れ
て
来
に
け
り
。
取
り
て
賜

へ
。
た
だ
今
、
内
裏
の
御
遊
び
に
参
る
な
り
」

と
あ
り
。
げ
に
、
い
と
香
ば
し
き
笛
あ
り
。
包
み
て
遣
る
。

「
腹
は
、
け
し
か
ら
ず
。
人
も
こ
そ
聞
け
。
か
う
、
な
思
し
出
で
そ
。

い
と
よ
う
笑
み
て
な
む
あ
め
る
。
笛
奉
る
。
こ
れ
を
さ
へ
忘
れ
給
ひ
け

れ
ば
、

（
姫
君
） 

こ
れ
も
な
ほ
あ
だ
に
ぞ
見
ゆ
る
笛
竹
の
手
馴
る
る
節
を
忘
る

と
思
へ
ば
」

と
あ
れ
ば
、
少
将
、
い
と
ほ
し
と
思
ひ
て
、
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（
道
頼
） 

あ
だ
な
り
と
思
ひ
け
る
か
な
笛
竹
の
千
代
も
ね
絶
え
む
ふ
し

は
あ
ら
じ
を

と
な
む
あ
り
け
る
。

と
い
う
本
文
が
あ
る
。
傍
線
部
の
和
歌
だ
け
を
見
れ
ば
、
姫
君
か
ら
の
積
極
的

な
詠
み
か
け
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
波
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
実
は
道
頼

か
ら
の
手
紙
に
応
え
て
の
和
歌
で
あ
り
、
姫
君
が
自
分
か
ら
積
極
的
に
和
歌
を

詠
み
か
け
た
と
は
い
え
な
い
。
先
ほ
ど
、『
落
窪
物
語
』
に
は
姫
君
か
ら
の
詠

み
か
け
と
見
ら
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
と
述
べ
た
が
、
他
の
例
も
こ
れ
と

同
様
で
あ
り
、
姫
君
か
ら
の
能
動
的
な
詠
み
か
け
は
、
②
の
「
は
か
な
く
て

…
…
」
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
姫
君
の
安
堵
感
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

道
頼
に
救
出
さ
れ
る
直
前
ま
で
、
姫
君
は
継
母
に
よ
り
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に

閉
じ
込
め
ら
れ
、
好
色
な
老
人
で
あ
る
典
薬
助
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
恐
怖
を
味
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
消
え
な
ま
し
か
ば
」
と
い
う
反
実

仮
想
は
、「
も
し
も
あ
の
ま
ま
死
ん
で
い
た
と
し
た
ら
」
と
い
う
こ
と
と
同
時

に
、「
し
か
し
、
実
際
は
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
表
し
て
い
る
。
姫

君
の
詠
ん
だ
前
句
に
は
、
最
悪
の
状
況
か
ら
脱
出
し
、
今
は
道
頼
と
一
緒
に
平

穏
な
日
常
を
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
、
姫
君
の
安
堵
感
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
心
底
の
安
堵
と
、
道
頼
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
の

嬉
し
さ
が
、
自
ら
の
積
極
的
な
詠
み
か
け
へ
と
作
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

そ
の
前
句
で
あ
る
が
、
姫
君
は
火
桶
の
灰
に
、
火
箸
を
用
い
て
書
き
付
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
筆
以
外
の
も
の
を
用
い
て
紙
以
外
の
も
の
に
歌
を
書
き

付
け
る
こ
と
は
、
他
の
平
安
文
学
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
で
は
、
女
が
別
れ
の
盃
の
皿
に
上
句
を
書
い
て
よ
こ
し
、

男
が
続
松
の
炭
で
下
句
を
書
き
付
け
て
い
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

『
落
窪
物
語
』
に
も
姫
君
が
針
で
も
っ
て
歌
を
書
き
付
け
る
場
面
（
巻
一
、
一

二
八
頁
）
が
あ
る
。

　

当
該
場
面
に
お
い
て
、
火
桶
は
重
要
な
小
道
具
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、「
消
ゆ
（
消
え
）」
と
い
う
言
葉
を
導
い
て
い
る
が
、
他
に
も
役
割
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

一
つ
め
は
、
中
納
言
邸
と
の
対
比
の
た
め
で
は
な
い
か
。
巻
一
の
「（
中
納

言
ガ
）
落
窪
を
さ
し
覗
き
た
り
つ
れ
ば
、（
姫
君
ハ
）
い
と
頼
み
少
な
げ
な
る

白
き
袷
一
つ
を
こ
そ
着
て
居
た
り
つ
れ
」（
二
五
頁
）
と
い
う
中
納
言
か
ら
継

母
へ
の
言
葉
や
、「
お
の
（
＝
継
母
）
が
着
た
る
綾
の
張
綿
の
萎
え
た
る
を

（
姫
君
ニ
）
着
せ
さ
せ
給
へ
ば
、（
姫
君
ハ
）
風
は
た
だ
早
に
な
る
ま
ま
に
、
い

か
に
せ
ま
し
と
思
ふ
に
、
少
し
う
れ
し
と
思
ふ
」（
二
六
頁
）
と
い
う
記
述
か

ら
、
姫
君
は
中
納
言
邸
に
お
い
て
、
冬
に
な
る
と
寒
い
思
い
を
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
中
納
言
邸
の
「
寒
さ
」
と
二
条
殿
の

「
暖
か
さ
」
を
対
比
さ
せ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
、
火
桶
が
用
い
ら
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
つ
め
は
、
火
の
「
暖
か
さ
」
と
雪
の
「
冷
た
さ
」
を
、
対
照
す
る
た
め
で

あ
る
。
姫
君
が
前
句
で
用
い
た
「
消
ゆ
（
消
え
）」
は
、
火
桶
の
「
火
」
の
縁

語
で
あ
る
と
と
も
に
、「
雪
」
の
縁
語
で
も
あ
る
。
当
該
場
面
を
た
だ
の
冬
の

日
で
は
な
く
雪
の
降
る
日
に
設
定
し
て
い
る
の
は
、「
消
ゆ
」
を
中
心
に
、
雪
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の
「
冷
た
さ
」
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
火
桶
の
火
の
「
暖
か
さ
」
を
際
立
た
せ

る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

三
つ
め
は
、「
生
き
て
」
を
導
き
出
す
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
場
面

の
道
頼
の
短
歌
「
埋
み
火
の
生
き
て
う
れ
し
と
思
ふ
に
は
わ
が
懐
に
抱
き
て
ぞ

寝
る
」
の
「
生
き
て
」
は
、
埋
み
火
（
灰
に
う
ず
め
て
あ
る
炭
火
）
が
消
え
な

い
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
姫
君
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
表

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
姫
君
の
前
句
の
「
消
え
」
と
道
頼
の
短
歌
の
「
生
き

て
」
は
、
火
が
消
え
る
・
消
え
な
い
と
い
う
対
照
を
表
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、

姫
君
の
命
が
あ
る
・
な
い
と
い
う
対
照
を
も
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
火
桶
は
様
々
な
対
照
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
姫
君
の
状
況
、
つ
ま
り
、
二
条
殿

の
暖
か
さ
や
姫
君
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
際
立
た
せ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

最
後
に
道
頼
の
付
句
を
、
諸
本
の
比
較
に
よ
っ
て
考
察
し
た
い
。
九
条
家
本

な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
は
付
句
を
「
言
は
で
を
こ
ひ
に
身
を
こ
が
れ
ま
し
」

と
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
板
本
や
古
活
字
本
で
は
「
い
は
で
お
き
び
に
身

は
こ
が
れ
ま
し
」
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
『
日
本
古
典
文
学
大

系
』
は
寛
政
六
年
刊
記
大
活
字
本
を
底
本
と
し
、
本
文
を
「
い
は
で
お
き
び
に

身
は
こ
が
れ
ま
し
」
と
し
て
い
る
。「
言
は
で
を
こ
ひ
に
身
を
こ
が
れ
ま
し
」

が
多
数
派
で
は
あ
る
が
、
②
の
短
連
歌
を
考
察
す
る
上
で
、
少
数
派
で
あ
る

「
お
き
び
（
熾
火
）」
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り

適
当
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
技
法
の
確
認
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
と
も
に
掛
詞
が
用
い
ら
れ

て
お
り
、「
こ
ひ
」
の
場
合
は
「
こ
ひ
（
恋
）」
の
「
ひ
」
に
「
火
」
の
意
味
を
、

「
お
き
び
」
の
場
合
は
「
い
は
で
お
き
」
に
「
お
き
び
」
を
掛
け
て
い
る
。「
こ

ひ
」
で
あ
れ
ば
「
恋
の
火
に
身
を
焦
が
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
恋
愛
の
意
味
を

は
っ
き
り
と
表
す
こ
と
が
で
き
る
が
、「
お
き
び
」
の
場
合
、
言
葉
を
補
わ
な

け
れ
ば
恋
愛
の
意
味
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
に
『
日
本
古
典
文
学
大

系
』
の
訳
を
見
て
み
る
と
、「
あ
な
た
（
姫
）
が
は
か
な
い
状
態
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
ら
、
た
と
え
わ
た
し
（
男
）
が
あ
な
た
を
思
っ
て
も
、
口
か
ら
そ
の
思

い
は
言
い
出
せ
な
い
で
、
お
き
火
に
こ
げ
る
よ
う
に
、
身
は
あ
な
た
を
恋
う
る

「
お
も
ひ
」
に
こ
げ
た
こ
と
で
し
ょ
）
5
（
う
」
と
い
う
よ
う
に
、「
お
も
ひ
」
を
補
っ

て
い
る
。
本
文
中
の
当
該
場
面
に
「
お
も
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い

た
め
、「
お
も
ひ
」
を
補
う
こ
と
は
少
し
苦
し
い
感
じ
が
す
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、「
お
き
び
」
と
は
火
勢
の
盛
ん
な
炭
火
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
道
頼
の
激
し
い
恋
情
を
表
す
の
に
適
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
先
ほ
ど

「
お
き
び
」
の
場
合
は
、
言
葉
を
補
わ
な
け
れ
ば
恋
愛
の
意
味
を
は
っ
き
り
と

表
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
が
、
言
葉
を
補
わ
な
く
て
も
、
恋
愛
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
道
頼
は
付
句
の
直
後
に
詠
ん

だ
和
歌
で
、
姫
君
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
埋
み
火
」
を
使
用
し
て
お
り
、
付
句

を
「
お
き
び
」
と
考
え
た
ほ
う
が
、

道
頼
＝
お
き
び
＝
火
勢
が
強
い
炭
火

姫
君
＝
埋
み
火
＝
火
勢
が
弱
い
炭
火

と
い
う
よ
う
に
、
対
照
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
、「
こ
ひ
（
恋
）」
と
「
お
き
び
（
熾
火
）」
の
ど
ち
ら
が
適
当
で
あ
る

か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
身
が
火
に
焼
け
焦
が
れ
る
よ
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う
に
恋
焦
が
れ
て
い
る
と
い
う
大
意
は
同
じ
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に
―
―
物
語
に
お
け
る
短
連
歌
の
役
割

　

こ
れ
ま
で
何
度
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
、『
落
窪
物
語
』
に
は
二
聯
の
短
連

歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
短
連
歌
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め

に
、
姫
君
が
道
頼
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
る
ま
で
の
、
こ
の
二
人
の
状
況
を
、
具

体
的
な
出
来
事
と
と
も
に
以
下
の
よ
う
に
区
分
し
て
み
た
い
。
な
お
、
短
連
歌

が
詠
ま
れ
た
場
面
に
は
、
波
線
を
つ
け
た
。

　

Ⅰ
結
婚
前　
　

・ 

道
頼
、
姫
君
の
こ
と
を
知
り
何
度
も
求
婚
す
る
が
、
姫
君

は
そ
の
求
婚
を
無
視
す
る
。

　

Ⅱ
結
婚　
　
　

・ 

道
頼
、
初
め
て
姫
君
の
部
屋
に
忍
び
込
む
（
結
婚
初
日
）。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

道
頼
、
二
日
続
け
て
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
る
（
結
婚
二
日

目
）。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

道
頼
、
激
し
い
雨
の
中
、
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
る
（
結
婚

三
日
目
の
夜
）。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

継
母
、
落
窪
の
間
を
覗
き
、
姫
君
と
会
っ
て
い
る
道
頼
の

姿
を
垣
間
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

継
母
、
姫
君
を
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に
閉
じ
込
め
、
典
薬

助
と
逢
わ
せ
よ
う
と
す
る
。

 

（
以
上
、
巻
一
。
以
下
、
巻
二
。）

　
　
　
　
　
　
　

・
少
将
と
帯
刀
、
姫
君
を
連
れ
出
す
相
談
を
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

・
典
薬
助
、
姫
君
の
い
る
部
屋
へ
入
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。

　

Ⅲ
姫
君
救
出　

・ 

中
納
言
家
の
人
々
が
祭
り
見
物
に
出
か
け
て
い
る
間
に
、

道
頼
、
姫
君
を
救
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

姫
君
た
ち
、
二
条
殿
に
着
く
。
↑
姫
君
と
道
頼
の
対
面
場

面

　
　
　
　
　
　
　

・
道
頼
、
あ
こ
き
に
侍
女
を
集
め
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

・ 

道
頼
、
普
段
使
用
し
て
い
る
調
度
品
な
ど
を
、
文
と
と
も

に
二
条
殿
へ
送
る
。
↑
文
に
よ
る
和
歌
の
や
り
と
り

　
　
　
　
　
　
　

・ 

道
頼
、
継
母
へ
の
復
讐
を
誓
う
。
↑
姫
君
と
道
頼
の
対
面

場
面

　
　
　
　
　
　
　

・ 

道
頼
と
四
の
君
（
姫
君
の
異
母
姉
）
の
縁
談
が
進
む
が
、

道
頼
、
身
代
わ
り
に
面
白
の
駒
を
立
て
る
。

　
　
　
　
　
　
　

・
姫
君
と
道
頼
、
あ
る
雪
が
降
る
冬
の
日
に
短
連
歌
を
詠
む
。

　

通
常
の
結
婚
、
及
び
結
婚
生
活
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
結
婚
前
と
結
婚
後
の
二

つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
生
活

の
場
合
、
姫
君
が
中
納
言
邸
に
い
た
と
き
と
二
条
殿
に
移
っ
た
後
と
で
は
、

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
様
式
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
結
婚
後
と
し
て
一
括
り

に
考
え
る
こ
と
は
、
適
当
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
に
区
分

し
た
。

　

さ
て
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
お
け
る
、
姫
君
と
道
頼
の
心
身
の
距
離
を

見
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
心
身
の
距
離
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、

心
の
距
離
…
…
互
い
を
想
い
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か

身
（
体
）
の
距
離
…
…
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
よ
う
に
定
義
し
た
い
。
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Ⅰ
結
婚
前
↓
心
身
共
に
離
れ
て
い
る
。

　

Ⅱ
結
婚
↓
心
は
近
づ
い
て
い
る
が
、
身
体
は
離
れ
て
い
る
。

　

Ⅲ
姫
君
救
出
↓
心
身
と
も
に
近
づ
い
て
い
る
。

　

Ⅰ
は
、
物
語
冒
頭
か
ら
道
頼
が
初
め
て
姫
君
の
部
屋
に
忍
び
込
む
（
結
婚
初

日
）
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
、
姫
君
は
再
三
に
わ
た
る
道
頼
か
ら
の
求

婚
を
、
返
事
す
ら
せ
ず
に
無
視
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
姫
君
は
道

頼
を
想
っ
て
い
な
い
し
、
道
頼
も
姫
君
の
こ
と
を
本
当
に
想
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
然
な
が
ら
二
人
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
な
い
。
よ
っ

て
、
心
身
と
も
に
離
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

Ⅱ
は
、
結
婚
初
日
か
ら
、
姫
君
が
継
母
に
よ
っ
て
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に
閉

じ
込
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
道
頼
に
救
出
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
初
め
て

姫
君
と
会
っ
た
道
頼
は
、
姫
君
を
本
当
に
可
愛
ら
し
い
と
思
い
、
一
方
の
姫
君

は
、
結
婚
初
日
を
機
に
道
頼
か
ら
の
問
い
か
け
に
返
事
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
結
婚
三
日
目
の
夜
、
激
し
い
雨
の
中
を
道
頼
が
姫
君
の
も
と
に
や
っ
て

き
た
こ
と
が
、
二
人
の
絆
を
強
く
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
Ⅱ
の
期
間

中
に
道
頼
は
姫
君
を
救
出
す
る
決
意
を
す
る
も
の
の
、
一
緒
に
暮
ら
す
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
二
人
の
心
は
近
づ
い
て
い
る
が
、
身
体
は
離
れ

て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

Ⅲ
は
、
姫
君
が
道
頼
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
た
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
段

階
で
は
、
二
人
は
完
全
に
相
思
相
愛
で
あ
る
し
、
救
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

二
人
は
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
心
身
と
も
に
近
づ
い
て
い

る
状
態
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
区
分
に
二
つ
の
短
連
歌
を
当
て
は
め
て
み
た
い
。
ま
ず
①
の
短
連

歌
は
、
Ⅱ
の
時
期
に
当
て
は
ま
る
。
先
述
し
た
と
お
り
、
①
は
結
婚
三
日
目
の

夜
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
結
婚
三
日
目
の
夜
は
、
二
人
の
心
が
強
固
に
結

び
つ
い
た
最
初
と
位
置
づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
道
頼
に
と
っ
て
は

大
雨
な
ど
の
災
難
を
乗
り
越
え
て
、
姫
君
の
も
と
に
到
着
し
た
と
い
う
達
成
感

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
姫
君
と
し
て
は
、
大
雨
の
中
を
道

頼
が
来
て
く
れ
た
と
い
う
、
嬉
し
さ
が
あ
る
か
ら
だ
。『
枕
草
子
』「
成
信
の
中

将
は
」
の
段
に

雨
い
み
じ
う
降
る
を
り
に
来
た
る
人
な
む
、
あ
は
れ
な
る
。
日
ご
ろ
お
ぼ

つ
か
な
く
、
つ
ら
き
事
あ
り
と
も
、
さ
て
濡
れ
て
来
た
ら
む
は
、
憂
き
事

も
み
な
忘
れ
ぬ
べ
し

と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
大
雨
の
中
を
男
性
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と

は
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
大
変
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
場

面
は
徐
々
に
関
係
が
深
ま
っ
て
き
た
二
人
に
訪
れ
た
、
初
め
て
の
危
機
で
あ
る
。

こ
の
危
機
を
回
避
し
た
と
い
う
面
か
ら
見
て
も
、
二
人
の
心
が
強
固
に
結
び
つ

い
た
最
初
と
位
置
づ
け
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
詠
ま
れ

た
の
が
①
な
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
②
の
短
連
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ⅲ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
区
分

表
の
傍
線
箇
所
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
姫
君
と
道
頼
の
、
対
面
や
手
紙
に

よ
る
和
歌
贈
答
は
、
姫
君
救
出
後
の
②
よ
り
前
の
場
面
で
も
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
二
人
が
対
面
し
、
か
つ
そ
の
場
で
歌
を
詠
み
合
う
の
は
、
救
出
後
で
は
②

が
初
め
て
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
傍
線
箇
所
で
は
な
く
、
②
の
場
面
で
、
対
面
し
て
歌
が
詠
み
交

わ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
歌
は
短
連
歌
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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実
は
姫
君
救
出
直
後
の
時
点
に
お
い
て
、
姫
君
と
道
頼
が
こ
れ
か
ら
一
緒
に

暮
ら
し
て
い
く
予
定
の
二
条
殿
に
は
、
生
活
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
侍
女
や

調
度
品
が
、
十
分
に
そ
ろ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
姫
君
救
出
が
、
急
遽
行
わ
れ
た

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
侍
女
や
調
度
品
を
と
と
の
え
る
た
め
、
し
ば
ら
く
の
あ

い
だ
二
条
殿
は
慌
た
だ
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
②
が
詠
ま
れ
た
場
面
は
、
こ
の

よ
う
な
慌
た
だ
し
さ
が
一
段
落
し
、
よ
う
や
く
二
人
が
落
ち
着
い
た
結
婚
生
活

を
始
め
た
時
点
な
の
だ
。
こ
の
時
点
で
は
、
暖
か
い
二
条
殿
に
は
す
べ
て
の
調

度
品
が
揃
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
道
頼
が
い
る
と
い
う
環
境
に
な
っ
て
い
る
。

寒
い
中
納
言
邸
の
、
し
か
も
「
樞
戸
の
、
廂
二
間
あ
る
部
屋
の
、
酢
・
酒
・
魚

な
ど
、
ま
さ
な
く
し
た
る
部
屋
の
、
た
だ
畳
一
枚
、
口
の
も
と
に
う
ち
敷
き

て
」（
巻
一
、
一
一
一
頁
）
あ
る
よ
う
な
部
屋
で
、
典
薬
助
と
逢
わ
さ
れ
そ
う

に
な
っ
て
い
た
救
出
前
の
環
境
と
、
見
事
に
対
照
的
で
あ
る
。

　

先
ほ
ど
、
結
婚
三
日
目
の
夜
は
二
人
に
訪
れ
た
「
初
め
て
の
危
機
」
だ
と
述

べ
た
が
、
姫
君
が
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
典
薬
助
と
逢
わ
さ

れ
そ
う
に
な
り
、「
死
」
と
い
う
こ
と
が
何
度
も
姫
君
の
脳
裏
を
か
す
め
る
と

い
う
の
は
、
二
人
に
訪
れ
た
「
最
大
の
危
機
」
で
あ
る
。
①
と
②
は
、
こ
れ
ら

の
危
機
を
乗
り
越
え
、
安
堵
感
が
二
人
を
包
ん
で
い
る
と
き
に
交
わ
さ
れ
た
歌

な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
短
連
歌
は
、
姫
君
と
道
頼

の
心
身
の
距
離
が
近
づ
い
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
距
離
が
近
づ
い

た
ポ
イ
ン
ト
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
姫
君
と
道
頼
の
心

の
結
び
つ
き
は
、
初
め
か
ら
強
固
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
道
頼
が
姫
君
に
対

し
て
誠
実
な
態
度
を
と
り
続
け
た
こ
と
で
、
次
第
に
強
固
に
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
心
の
結
び
つ
き
を
強
固
に
す
る
こ
と
が
、
い
わ
ば
「
完
成
し
た
」
ポ

イ
ン
ト
が
①
の
詠
ま
れ
た
場
面
で
あ
り
、
心
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
屋
根
の
下

で
暮
ら
す
と
い
う
意
味
で
の
身
体
の
結
び
つ
き
も
「
完
成
し
た
」
と
い
え
る
ポ

イ
ン
ト
が
、
②
の
詠
ま
れ
た
場
面
な
の
で
あ
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
二
人
の
心
身
の
強
固
な
結
び
つ
き
を
表
す
も
の
と
し
て
、
短

連
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
短
連
歌
は
二
人
で
一
つ
の

短
歌
を
合
作
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
二
人
の
連
帯
を
強
調
す
る
と
い
う
役
割

を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
二
つ
の
短
連
歌

が
と
も
に
、
姫
君
と
道
頼
の
対
面
場
面
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
第
三
節
で
、『
落
窪
物
語
』
の
短
連
歌
の
共
通
点
と

し
て
、
短
連
歌
の
あ
と
に
「
臥
し
給
ひ
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
短
連
歌
が
二
人
の
心
身
の
強
固
な
結
び
つ
き
を
表
す
か
ら
こ
そ
、
そ
の

あ
と
に
「
臥
し
給
ひ
ぬ
」
と
い
う
記
述
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
役
割
を
担
っ
た
①
と
②
の
短
連
歌
を
比
べ
る
と
、
②
の
ほ
う
が
よ
り
連

帯
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
①
は
前
句
が
問
い
か
け
に
な
っ
て
い
る
分
、
前
句
と
付

句
の
間
に
独
立
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
②
は
付
句
を
前
句
の
「
思
ふ
と
も
」

に
続
け
て
い
る
の
で
、
前
句
と
付
句
に
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

　

こ
の
前
句
と
付
句
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。

注
目
し
た
い
の
は
前
句
末
尾
の
「
思
ふ
」
と
、
付
句
冒
頭
の
「
言
は
で
」
で
あ

る
。

　

ま
ず
は
、「
言
は
で
思
ふ
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。『
古
今
六

帖
』
の
第
五
帖
に
は
、「
言
は
で
思
ふ
」
の
題
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
次
に
挙

げ
る
歌
を
含
む
六
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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心
に
は
下
ゆ
く
水
の
わ
き
か
へ
り
言
は
で
思
ふ
ぞ
言
ふ
に
ま
さ
れ
る

 

（『
古
今
六
帖
』）

　

つ
ま
り
「
言
は
で
思
ふ
」
と
い
う
表
現
は
、
和
歌
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
も

の
な
の
で
あ
）
6
（
る
。
よ
っ
て
、
和
歌
表
現
の
上
で
「
思
ふ
」
と
「
言
は
で
」
の
二

つ
の
言
葉
に
は
、
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
え
る
の
だ
。
な
お
、
第
四
節
で
触
れ

た
「
人
知
れ
ず
…
…
」
歌
に
も
、「
思
ふ
」
と
「
言
は
で
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　

続
い
て
、
そ
の
「
人
知
れ
ず
…
…
」
歌
と
、
②
の
姫
君
の
前
句
を
比
較
し
て

み
よ
う
。

人
知
れ
ず
思
ふ
心
も
言
は
で
さ
は
露
と
は
か
な
く
消
え
ぬ
べ
き
か
な

は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と
も

こ
の
よ
う
に
、「
は
か
な
く
」「
消
え
」「
思
ふ
」
と
い
う
語
句
が
重
な
っ
て
い

る
。
ま
た
こ
の
二
首
は
、
既
述
の
と
お
り
、
筆
以
外
の
も
の
を
用
い
て
書
き
付

け
ら
れ
た
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。

　

第
四
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
②
の
場
面
で
姫
君
は
道
頼
に
、
短
歌
も
し
く
は

短
連
歌
を
詠
み
か
け
よ
う
と
し
た
。「
は
か
な
く
て
消
え
な
ま
し
か
ば
思
ふ
と

も
」
は
、
短
歌
の
上
句
も
し
く
は
短
連
歌
の
前
句
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
で

は
姫
君
は
ど
の
よ
う
な
下
句
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
に
付
句
を
詠
ん
で
ほ
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
下
句
で
あ
れ
ば
、「
甲
斐

の
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
内
容
を
詠
も
う
と
し
て
い
た
可
能
性
は
あ

る
。
し
か
し
、「
言
は
で
思
ふ
」
と
い
う
常
套
歌
句
や
「
人
知
れ
ず
…
…
」
歌

と
の
深
い
関
わ
り
を
考
慮
す
る
と
、
姫
君
は
「
思
ふ
と
も
」
の
あ
と
に
「
言
は

で
」
と
続
け
、「
あ
な
た
を
思
っ
て
い
る
と
言
わ
ず
に
む
な
し
く
終
わ
っ
て
い

た
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
内
容
を
詠
も
う
と
し
て
い
た
可
能
性
の
ほ
う
が
、
高

い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
付
句
に
関
し
て
も
、「
言
は
で
」
を
用
い
て
詠
ん
で

ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
姫
君
の
思
い
に
呼
応
す

る
よ
う
に
、
道
頼
も
ま
た
姫
君
の
前
句
を
見
た
と
き
に
、
自
然
と
「
言
は
で
思

ふ
」
や
「
人
知
れ
ず
…
…
」
の
和
歌
を
思
い
出
し
、「
言
は
で
」
と
い
う
言
葉

を
連
想
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
姫
君
が
歌
で
言
い
表
し
た
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
道

頼
が
詠
ん
だ
付
句
は
、
ど
ち
ら
も
「
も
し
も
姫
君
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
時
に
そ

の
ま
ま
は
か
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
（
道
頼
の
場
合
は

姫
君
、
姫
君
の
場
合
は
道
頼
）
を
思
っ
て
い
る
と
も
言
わ
ず
に
む
な
し
く
終

わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
二
人
の
こ
の
共
通
の
思
い
が
、
前
句
末
尾
の
「
思
ふ
と
も
」、
そ

し
て
付
句
冒
頭
の
「
言
は
で
」
で
、
ぴ
た
り
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ

の
短
連
歌
の
贈
答
は
、
男
か
ら
の
懸
想
に
女
が
反
発
す
る
と
い
う
、
短
歌
に
よ

る
贈
答
の
一
般
的
な
型
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
仲
睦
ま
じ
い
様
子
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
や
り
と
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

二
人
の
連
帯
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

①
と
②
の
連
帯
感
の
差
は
、
そ
の
ま
ま
姫
君
と
道
頼
の
心
身
の
距
離
を
表
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
①
が
詠
ま
れ
た
当
時
は
、
近
い
の
は
心
の
距
離
だ
け
だ
っ

た
が
、
②
で
は
心
も
身
体
も
、
ど
ち
ら
の
距
離
も
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
節
で
、
主
に
付
句
を
詠
む
者
の
機
知
を
試
す
、
言
語
遊
戯
的
な
側
面
が

短
連
歌
の
特
質
で
あ
る
と
述
べ
た
。
も
ち
ろ
ん
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
も
、

そ
の
特
質
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
『
落
窪
物
語
』
で
は
そ
の
特
質
よ
り
も
、
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詠
み
人
同
士
の
連
帯
の
強
調
と
い
う
役
割
の
ほ
う
が
、
重
要
な
の
だ
と
思
う
。

姫
君
と
道
頼
の
心
と
身
体
の
距
離
が
、
徐
々
に
近
づ
い
て
い
く
過
程
を
表
す
た

め
に
、
短
連
歌
は
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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