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『
落
窪
物
語
』
結
婚
三
日
目
の
夜
の
一
考
察

鹿
　
野
　
谷
　
有
　
希

一
　
は
じ
め
に

　
『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
三
日
目
の
夜
に
、
土
砂
降

り
の
中
を
道
頼
が
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
は
、
重
要
だ
と
い
え
る
。
な
ぜ
、

こ
の
場
面
は
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
史
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
場
面
を

含
め
た
姫
君
と
道
頼
の
三
日
間
の
結
婚
の
様
子
が
、
当
時
の
婚
姻
儀
礼
を
知
る

上
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
で
は
、
物
語
の
流
れ
の
観
点
か
ら

い
う
と
ど
う
か
。
結
婚
三
日
目
の
夜
は
、
土
砂
降
り
に
な
っ
た
り
、
姫
君
が
住

む
屋
敷
に
向
か
う
途
中
で
雑
色
ど
も
に
盗
人
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
る
な
ど
、
道

頼
が
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
る
の
に
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
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
点
で
、
姫
君
と
道
頼
の
心
が
強
固
に
結
び
つ
い
た
最
初
と

位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ

（
1
（

る
。

　

さ
て
、
土
砂
降
り
の
中
、
な
ん
と
か
姫
君
の
住
む
屋
敷
に
到
着
し
た
道
頼
は
、

姫
君
と
対
面
し
、
二
人
で
短
連
歌
を
詠
み
合
う
。

何
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む
（
道
頼
）

身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し
（
姫
君
）�

（
巻
一
、
上
六
九
頁
）

「
何
を
思
っ
て
あ
な
た
の
袖
は
濡
れ
て
い
る
の
で
す
か
（
な
ぜ
、
あ
な
た
は
泣

い
て
い
る
の
で
す
か
）」
と
い
う
道
頼
の
問
い
に
対
し
、
姫
君
は
「
身
を
知
る

雨
の
雫
」
に
よ
る
も
の
だ
と
答
え
て
い
る
。
な
お
、『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る

短
連
歌
の
役
割
に
関
す
る
説
明
は
、
別
稿
に
譲
り
た

（
（
（

い
。

　

こ
の
短
連
歌
が
詠
ま
れ
た
と
き
に
姫
君
が
泣
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ

が
、
少
な
く
と
も
、
道
頼
が
姫
君
の
前
に
現
れ
る
ま
で
は
、
姫
君
は
泣
き
な
が

ら
臥
し
て
い
た
。
実
は
姫
君
が
泣
い
て
い
た
理
由
に
対
し
て
、
道
頼
と
語
り
手

と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
相
違

が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
特
に
姫
君
の
心
情
に
注
目
し
な
が
ら
、
考
察
し

て
み
た
い
。

二
　
姫
君
が
泣
く
理
由

　

そ
れ
で
は
、
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
を
道
頼
と
語
り
手
が
ど
う
考
え
て
い

た
か
、
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
、
当
該
場
面
の
本
文
を
抜
粋
し
て
み
た

い
。

女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
お
ほ
か
た
聞
こ
え

出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は
む
、
世
の
中
の
す
べ
て
憂
き
こ
と
思

成蹊国文48（鹿野谷有希）.indd   100 2015/02/13   9:55:41



― 101 ―

成蹊國文　第四十八号　（（015）

ひ
乱
れ
て
、
う
ち
泣
き
て
臥
し
給
へ
り
。
あ
こ
き
、
思
ひ
設
け
け
る
効
な

げ
に
思
ひ
て
、
御
前
に
寄
り
臥
し
た
れ
ば
、
ふ
と
起
き
て
、「
な
ど
、
御

格
子
の
鳴
る
」
と
て
寄
り
た
れ
ば
、「
上
げ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
声
に
驚
き

て
引
き
上
げ
た
れ
ば
、
入
り
お
は
し
た
る
さ
ま
、
し
ほ
る
ば
か
り
な
り
。

徒
歩
よ
り
お
は
し
た
な
め
り
と
思
ふ
に
、
め
で
た
く
あ
は
れ
な
る
こ
と
二

つ
な
く
て
、「
い
か
で
、
か
く
は
濡
れ
さ
せ
給
へ
る
ぞ
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

「
惟
成
が
勘
当
重
し
と
わ
び
つ
る
が
苦
し
さ
に
、
括
り
を
脛
に
上
げ
て
来

つ
る
に
、
倒
れ
て
、
土
つ
き
に
た
り
」
と
て
脱
ぎ
給
へ
ば
、
女
君
の
御
衣

を
取
り
て
着
せ
奉
り
て
、「
干
し
侍
ら
む
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
脱
ぎ
給
ひ

つ
。
女
の
臥
し
給
へ
る
所
に
寄
り
給
ひ
て
、「
か
く
ば
か
り
あ
は
れ
に
て

来
た
り
と
て
、
ふ
と
掻
き
抱
き
給
は
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
て
掻
い
探
り
給

ふ
に
、
１

袖
の
少
し
濡
れ
た
る
を
、
男
君
、
来
ざ
り
つ
る
を
思
ひ
け
る
も
、

あ
は
れ
に
て
、

何
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む

と
の
た
ま
へ
ば
、
女
君
、

身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し

と
の
た
ま
へ
ば
、「
２

今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か
ば
か
り
に

こ
そ
」
と
て
臥
し
給
ひ
ぬ
。（
巻
一
、
上
六
八
～
六
九
頁
）

姫
君
と
道
頼
結
婚
三
日
目
の
夜
、
道
頼
は
激
し
い
雨
の
せ
い
で
、
姫
君
の
も
と

へ
向
か
う
こ
と
を
躊
躇
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
帯
刀
の
も
と
に
来
た
あ
こ
き
か

ら
の
手
紙
を
読
ん
で
、
今
晩
が
結
婚
三
日
目
の
夜
だ
と
再
認
識
し
た
道
頼
は
、

帯
刀
と
と
も
に
徒
歩
で
姫
君
の
も
と
へ
向
か
う
こ
と
を
決
心
す
る
。
そ
の
道
中
、

盗
人
に
間
違
え
ら
れ
、
汚
物
の
中
に
座
ら
さ
れ
る
と
い
う
災
難
に
あ
う
も
の
の
、

な
ん
と
か
姫
君
の
も
と
に
到
着
す
る
。
こ
れ
は
、
や
っ
と
の
思
い
で
姫
君
の
も

と
に
到
着
し
た
道
頼
が
、
姫
君
と
対
面
し
、
和
歌
を
詠
み
合
う
場
面
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
和
歌
は
、
道
頼
が
前
句
の
五
七
五
を
詠
み
か
け
、
姫

君
が
付
句
の
七
七
を
答
え
る
形
式
の
、
短
連
歌
に
な
っ
て
い
る
。
前
句
・
付
句

の
ど
ち
ら
に
も
、
掛
詞
や
縁
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
姫
君
の
付
句
に
あ
る
「
身

を
知
る
雨
」
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
在
原
業
平
の
和
歌

か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る

�

（『
伊
勢
物
語
』
一
〇
七
段
、『
古
今
集
』
恋
四
）

の
引
用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
場
面
よ
り
少
し
前
、
結
婚
三
日
目
の
激
し
い

雨
を
姫
君
と
あ
こ
き
が
嘆
く
場
面
で
姫
君
が
呟
い
た
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」

（
巻
一
、
上
六
五
頁
）
が
根
拠
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
か
ず
か
ず
に
…
…
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
一
〇

七
段
と
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
本
文
を
記
し
て
み
た
い
。

む
か
し
、
あ
て
な
る
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
の
も
と
な
り
け
る
人
を
、
内

記
に
あ
り
け
る
藤
原
の
敏
行
と
い
ふ
人
よ
ば
ひ
け
り
。
さ
れ
ど
若
け
れ
ば
、

文
も
を
さ
を
さ
し
か
ら
ず
、
こ
と
ば
も
い
ひ
し
ら
ず
、
い
は
む
や
歌
は
よ

ま
ざ
り
け
れ
ば
、
か
の
あ
る
じ
な
る
人
、
案
を
か
き
て
、
書
か
せ
て
や
り

け
り
。
め
で
ま
ど
ひ
に
け
り
。
…
…
男
、
文
お
こ
せ
た
り
。
得
て
の
ち
の

こ
と
な
り
け
り
。「
雨
の
ふ
り
ぬ
べ
き
に
な
む
見
わ
づ
ら
ひ
は
べ
る
。
身

さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、
こ
の
雨
は
ふ
ら
じ
」
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
例
の
男
、

女
に
か
は
り
て
よ
み
て
や
ら
す
。

か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ

れ
る
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と
よ
み
て
や
れ
り
け
れ
ば
、
み
の
も
か
さ
も
取
り
あ
へ
で
、
し
と
ど
に
ぬ

れ
て
ま
ど
ひ
来
に
け
り
。

身
分
の
高
い
男
の
も
と
に
い
る
若
い
女
に
、
藤
原
敏
行
と
い
う
男
が
求
愛
す
る

話
で
あ
る
。「
か
ず
か
ず
に
…
…
」
は
、
今
に
も
雨
が
降
り
出
し
そ
う
な
の
で
、

女
の
も
と
に
行
こ
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
と
い
う
、
敏
行
か
ら
の
手
紙
を
読

ん
だ
身
分
の
高
い
男
が
、
女
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
を

見
た
敏
行
は
、
雨
の
中
を
あ
わ
て
て
女
の
も
と
へ
向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
七
段
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
道
頼
が
姫
君
の
泣
い

て
い
る
理
由
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
姫
君
の
付
句
の
直

後
に
道
頼
は
、「
今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か
ば
か
り
に
こ
そ
」（
傍

線
部
（
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
訳
す
と
、「
今
夜
は
、
も
し
自
分

（
姫
君
）
が
私
（
道
頼
）
に
愛
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
と
い
う
な
ら
ば
、

私
の
こ
の
よ
う
な
行
動
（
激
し
い
雨
の
中
を
や
っ
て
き
た
こ
と
）
か
ら
分
か
る

で
し
ょ
う
」
と
な
ろ
う
。
付
句
中
の
「
身
を
知
る
雨
」
を
、
業
平
の
和
歌
か
ら

の
引
用
だ
と
考
え
、「
自
分
（
道
頼
）
に
愛
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
知
る

雨
」
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
袖
の
少
し
濡
れ
た
る

を
、
男
君
、
来
ざ
り
つ
る
を
思
ひ
け
る
も
、
あ
は
れ
に
て
」（
傍
線
部
1
）
か

ら
、
道
頼
は
、
自
分
が
来
な
い
こ
と
を
悲
し
ん
で
姫
君
が
泣
い
て
い
た
の
だ
、

と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
語
り
手
は
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
本
文
の
波
線
部
を
見
て
ほ
し
い
。

「
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出

で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は
む
、
世
の
中
の
す
べ
て
憂
き
こ
と
思
ひ
乱
れ

て
、
う
ち
泣
き
て
臥
し
給
へ
り
。」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
頼
が
来
な

い
こ
と
を
つ
ら
い
と
思
っ
て
泣
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
道
頼
と
の
恋
愛
が
北

の
方
に
漏
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
北
の
方
に
叱
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ

の
こ
と
が
つ
ら
い
と
思
っ
て
泣
い
て
い
る
の
だ
と
、
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
道
頼
と
語
り
手
は
、
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
に
対
し
て
ま
っ

た
く
異
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
す
る
ま
え
に
、

姫
君
の
心
情
の
推
移
を
物
語
冒
頭
か
ら
追
っ
て
い
き
、
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理

由
に
迫
っ
て
み
た
い
。

三
　
姫
君
の
発
言
・
和
歌

　

姫
君
の
心
情
の
推
移
を
追
う
た
め
の
材
料
と
し
て
、
姫
君
の
発
言
・
和
歌
を

用
い
る
こ
と
と
す
る
。
地
の
文
で
は
語
り
手
の
推
測
や
曲
解
が
入
っ
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
姫
君
自
身
が
発
し
た
言
葉
・
和
歌
は
、
姫
君
の
心
情
を
も
っ

と
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
常
に
本
音
を

語
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
も
）。
物
語
冒
頭
か
ら
当
該
場
面
ま
で
の

姫
君
の
発
言
・
和
歌
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
た
め
、
次
に
す
べ
て
を
抜
き
出
し

て
み
よ
う
。
な
お
、
和
歌
は
手
紙
に
書
か
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

①
日
に
添
へ
て
う
さ
の
み
ま
さ
る
世
の
中
に
心
づ
く
し
の
身
を
い
か
に
せ
む

（
巻
一
、
上
一
六
頁
）

　

②
世
の
中
に
い
か
で
あ
ら
じ
と
思
へ
ど
も
か
な
は
ぬ
も
の
は
憂
き
身
な
り
け

り
（
巻
一
、
上
一
八
頁
）

　

③
（
三
の
君
に
召
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
意
で
は
な
く
悲
し
い
と
泣
い
て

い
る
あ
こ
き
に
対
し
て
）「
何
か
。
同
じ
所
に
住
ま
む
限
り
は
、
同
じ
こ
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と
と
見
て
む
。
衣
な
ど
の
見
苦
し
か
り
つ
る
に
、
な
か
な
か
う
れ
し
と
な

む
見
る
」（
巻
一
、
上
一
九
頁
）

　

④
「
母
君
、
我
を
引
か
へ
給
へ
。
い
と
わ
び
し
」（
巻
一
、
上
二
一
頁
）

　

⑤
（
④
の
直
後
に
）
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
、
上
二
二
頁
）

　

⑥
（
あ
こ
き
か
ら
道
頼
の
手
紙
を
渡
さ
れ
て
）「
何
し
に
。
上
も
、
聞
い
給

ひ
て
は
、『
よ
し
』
と
は
の
た
ま
ひ
て
む
や
」（
巻
一
、
上
二
四
頁
）

　

⑦
（
道
頼
か
ら
の
手
紙
を
読
ん
で
姫
君
が
）「
絵
や
聞
こ
え
つ
る
」
と
の
た

ま
へ
ば
、（
あ
こ
き
）「
帯
刀
が
も
と
に
、
し
か
し
か
言
ひ
て
侍
り
つ
る
を
、

御
覧
じ
つ
け
け
る
に
侍
る
め
り
」
と
言
へ
ば
、（
姫
君
）「
う
た
て
、
心
な

と
見
え
ら
れ
た
る
や
う
に
こ
そ
。
人
に
知
ら
れ
ぬ
人
は
、
有
心
な
る
こ
そ

よ
け
れ
」
と
て
…
…
（
巻
一
、
上
三
四
頁
）

　

⑧
（
姫
君
の
そ
ば
に
い
る
と
言
う
あ
こ
き
に
対
し
て
）「
な
ほ
、
は
や
。
恐

ろ
し
さ
は
目
馴
れ
た
れ
ば
」（
巻
一
、
上
三
八
頁
）

　

⑨
な
べ
て
世
の
憂
く
な
る
時
は
身
隠
さ
む
巌
の
中
の
住
み
か
求
め
て
（
巻
一
、

上
三
九
頁
）

　

⑩
（
道
頼
か
ら
の
詠
み
か
け
「
君
が
か
く
泣
き
明
か
す
だ
に
悲
し
き
に
い
と

恨
め
し
き
鳥
の
声
か
な
」
に
対
し
て
）
人
心
憂
き
に
は
鳥
に
た
ぐ
へ
つ
つ

泣
く
よ
り
ほ
か
の
声
は
聞
か
せ
じ
（
巻
一
、
上
四
四
頁
）

　

⑪
（「
私
が
少
将
を
姫
君
の
も
と
へ
手
引
き
し
た
の
だ
と
お
思
い
な
の
で

し
ょ
う
」
と
拗
ね
る
あ
こ
き
に
対
し
て
姫
君
が
）「
そ
こ
に
知
り
た
ら
む

と
も
思
は
ず
。
い
と
あ
さ
ま
し
う
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
い
と

心
憂
く
思
ふ
う
ち
に
、
い
と
い
み
じ
げ
な
る
袴
、
あ
り
さ
ま
に
て
見
え
ぬ

る
こ
そ
、
い
と
言
は
む
方
な
く
わ
び
し
け
れ
。
故
上
お
は
せ
ま
し
か
ば
、

何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
か
く
憂
き
目
見
せ
ま
し
や
」
と
て
、
い
み
じ
う
泣

き
給
へ
ば
…
…
（
姫
君
）「
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
し
て
。
か
く
異
や
う
に
あ

ら
む
人
を
見
て
、
心
と
ま
り
て
思
ふ
人
は
あ
り
な
む
や
。
も
の
の
聞
こ
え

あ
ら
ば
、
北
の
方
、
い
か
に
の
た
ま
は
む
。『
我
が
言
は
ざ
ら
む
人
の
こ

と
を
だ
に
し
た
ら
ば
、
こ
こ
に
も
置
い
た
ら
じ
』
と
の
た
ま
ひ
し
も
の

を
」（
巻
一
、
上
四
六
～
四
七
頁
）

　

⑫
（
道
頼
の
二
度
目
の
訪
問
に
際
し
）「
心
地
悪
し
」
と
て
、
た
だ
臥
し
に

臥
し
ぬ
。（
巻
一
、
上
五
一
頁
）

　

⑬
（
道
頼
か
ら
届
い
た
和
歌
「
よ
そ
に
て
は
な
ほ
わ
が
恋
を
ま
す
鏡
添
へ
る

影
と
は
い
か
で
な
ら
ま
し
」
の
返
事
と
し
て
）
身
を
去
ら
ぬ
影
と
見
え
て

は
真
澄
鏡
は
か
な
く
う
つ
る
こ
と
ぞ
悲
し
き
（
巻
一
、
上
五
九
頁
）

　

⑭
（
あ
こ
き
に
餅
を
見
せ
ら
れ
て
）「
餅
は
、
何
の
料
に
請
ひ
つ
る
ぞ
」（
巻

一
、
上
六
〇
頁
）

　

⑮
（
道
頼
か
ら
の
手
紙
の
返
事
と
し
て
）
世
に
ふ
る
を
う
き
身
と
思
ふ
わ
が

袖
の
濡
れ
始
め
け
る
宵
の
雨
か
な
（
巻
一
、
上
六
三
頁
）

　

⑯
（
道
頼
と
姫
君
の
結
婚
三
日
目
の
夜
、
大
雨
が
降
る
の
を
嘆
い
て
、
あ
こ

き
が
）「
愛
敬
な
の
雨
や
」
と
腹
立
て
ば
、
君
、
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、「
な

ど
、
か
く
は
言
ふ
ぞ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
あ
こ
き
）「
な
ほ
、
よ
ろ
し
う

降
れ
か
し
。
折
憎
く
も
お
ぼ
え
侍
る
か
な
」
と
言
へ
ば
、（
姫
君
）「
降
り

ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
、
忍
び
や
か
に
言
は
れ
て
ぞ
、
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
恥

づ
か
し
う
て
（
巻
一
、
上
六
五
頁
）

　

⑰
（
道
頼
か
ら
の
詠
み
か
け
「
何
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む
」
に
対
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し
て
）
身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し
（
巻
一
、
上
六
九
頁
）

　

道
頼
の
存
在
を
知
る
ま
で
（
⑤
ま
で
）
は
、
北
の
方
に
虐
め
ら
れ
て
い
る
境

遇
を
嘆
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
独
詠
歌
す
べ
て
に
「
憂
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
道
頼
の
初
め
て
の
手
紙
を
あ
こ
き
か
ら
渡
さ
れ
た

と
き
、
姫
君
は
北
の
方
を
気
に
し
、
手
紙
、
そ
し
て
道
頼
に
は
、
ま
っ
た
く
関

心
を
示
し
て
い
な
い
（
⑥
）。
物
語
は
こ
こ
か
ら
、
道
頼
の
求
婚
を
一
切
無
視

す
る
姫
君
の
様
子
を
描
い
て
い
く
。
姫
君
か
ら
一
切
返
事
が
無
い
こ
と
に
業
を

煮
や
し
た
道
頼
は
、
中
納
言
一
家
が
石
山
詣
で
に
出
か
け
、
屋
敷
に
姫
君
と
あ

こ
き
が
残
る
日
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
姫
君
の
も
と
に
忍
び
込
む
。
姫
君
と
一

夜
を
共
に
し
た
道
頼
は
、
姫
君
に
歌
を
詠
み
か
け
、
今
度
は
返
事
を
す
る
よ
う

に
促
す
。
そ
れ
に
対
し
姫
君
は
、
初
め
て
返
事
を
す
る
（
⑩
）。

　

道
頼
と
一
夜
を
共
に
し
て
以
来
、
徐
々
に
姫
君
の
態
度
に
変
化
が
現
れ
る
。

当
初
は
「
こ
ん
な
風
変
り
な
私
を
見
て
、
思
い
を
か
け
て
く
れ
る
人
な
ど
い
る

は
ず
が
な
い
」（
⑪
）
と
語
り
、
道
頼
の
二
度
目
の
訪
問
に
際
し
て
も
「
気
分

が
悪
い
」（
⑫
）
と
言
っ
て
、
自
ら
身
な
り
を
整
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
度
目
の
逢
瀬
の
後
に
届
い
た
道
頼
か
ら
の
和
歌
に
は
返
歌

を
し
（
⑬
）、
そ
の
後
も
道
頼
に
対
し
て
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
る
（
⑮
、
⑰
）。

さ
ら
に
、
結
婚
三
日
目
の
夜
に
大
雨
が
降
る
の
を
あ
こ
き
と
嘆
く
場
面
で
は
、

「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
⑯
）。
こ
の
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
は
、

先
掲
の
業
平
の
和
歌
「
か
ず
か
ず
に
…
…
」
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
姫
君
は
雨

の
中
を
道
頼
に
来
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
を
思
わ
ず
口
に
出
し
て
し
ま
っ
て
、
あ
こ
き
が
ど
う
思

う
か
気
に
し
て
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
姫
君
が
少
な
か
ら
ず

道
頼
の
こ
と
を
想
っ
て
い
る
こ
と
を
、
自
覚
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

次
に
、
和
歌
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
姫
君
は
道

頼
の
存
在
を
知
る
ま
で
は
、「
憂
し
」
を
使
っ
て
北
の
方
に
虐
め
ら
れ
て
い
る

自
分
の
境
遇
を
嘆
く
和
歌
ば
か
り
を
独
詠
し
て
い
た
（
①
、
②
、
⑤
）。
道
頼

が
姫
君
の
も
と
へ
忍
び
込
む
直
前
も
、
同
様
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
⑨
）。

道
頼
と
結
婚
初
日
・
二
日
目
の
夜
を
過
ご
し
た
、
そ
の
翌
朝
に
道
頼
か
ら
詠
み

か
け
ら
れ
た
（
た
だ
し
、
二
日
目
の
場
合
は
文
に
よ
る
）
和
歌
に
対
し
て
は
、

⑩
で
は
「
泣
く
」「
鳥
」「
声
」
を
、
⑬
で
は
「
ま
す
鏡
」「
影
」
を
呼
応
さ
せ

て
い
る
。
な
お
⑬
の
和
歌
に
関
し
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、
道
頼

か
ら
の
贈
歌
と
同
様
に
「
ま
す
鏡
」
の
「
ま
す
」
に
「（
恋
心
が
）
増
す
」
を

掛
け
て
、「
あ
な
た
は
私
の
身
か
ら
離
れ
な
い
影
と
思
わ
れ
て
、
私
の
恋
心
は

増
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
澄
鏡
と
い
う
も
の
は
人
の
姿
を
は
か
な
く
映
す
も
の

で
あ
り
、
あ
な
た
の
心
も
ほ
か
の
女
性
に
は
か
な
く
移
っ
て
い
く
の
が
悲
し
い

こ
と
で
す

（
3
（

よ
」
と
、
姫
君
が
道
頼
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
前
提
で
、
そ
の
恋
心

を
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
な
現
代
語
訳
が
さ
れ
て
い
る
。
⑬
の
和
歌
が
詠
ま
れ

た
段
階
で
、
姫
君
が
道
頼
に
対
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
い
恋
心
を
表
明
す
る

と
は
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、「
私
の
身
を
離
れ
な
い
影
と
見
ら
れ
る
の
で
は
、

鏡
に
影
が
写
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
お
心
も
は
か
な
く
移
る
の
だ
と
思
っ
て
悲

し
く
な
り
ま

（
4
（

す
」
な
ど
と
訳
す
の
が
穏
当
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
に
書

か
れ
た
和
歌
に
対
し
て
、
一
切
返
歌
せ
ず
に
無
視
を
し
て
き
た
姫
君
が
初
め
て

返
歌
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
恋
心
を
抱
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
三
日
目
の
夜
、
大
雨
の
た
め
に
姫
君
の
も
と
へ
行
け
そ
う
に
な
い
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と
い
う
道
頼
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て
、
和
歌
の
み
を
返
し
た
も
の
が
⑮
で
あ
る
。

内
容
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
を
つ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
姫
君
の
袖
が
、
雨

が
降
っ
て
道
頼
が
来
な
い
今
夜
、
涙
で
初
め
て
濡
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
、
道

頼
が
来
な
い
か
ら
涙
で
袖
が
濡
れ
た
、
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
和
歌
を
踏
ま
え

る
と
、
次
に
道
頼
と
詠
み
合
っ
た
短
連
歌
の
付
句
「
身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ

し
」
も
、「
私
が
愛
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
知
っ
て
い
る
雨
の
雫
、
す
な

わ
ち
、
涙
で
濡
れ
た
の
で
し
ょ

（
5
（

う
」
と
、
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
姫
君
の
発
言
・
和
歌
を
見
て
く
る
と
、
姫
君
が
道
頼
を
慕

う
気
持
ち
が
微
か
な
が
ら
も
感
じ
ら
れ
、
道
頼
が
雨
の
中
を
姫
君
の
も
と
へ
向

か
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
に
多
少
な
り
と
も
影
響
し

て
い
そ
う
だ
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、
語
り
手
が
「
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と

思
ふ
に
は
あ
ら
で
」
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
違
和
感
が
あ
る
。

四
　
語
り
手
に
断
言
さ
せ
る
理
由

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
作
者
は
語
り
手
に
「
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ

ら
で
」
と
断
言
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
記
述
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ

の
節
で
は
「
語
り
手
」
と
い
う
言
葉
を
何
度
も
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『
落

窪
物
語
』
の
語
り
手
に
つ
い
て
、
三
谷
邦
明
氏
は
「
特
に
注
意
す
べ
き
は
、

「
語
り
手
」
と
し
て
の
阿
漕
で
、
多
く
の
落
窪
物
語
の
情
報
・
出
来
事
は
彼
女

を
通
じ
て
獲
得
し
た
と
い
う
設
定
で
、
落
窪
物
語
は
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
（
（
（

る
」
と
述
べ
、
吉
岡
曠
氏
は
「
落
窪
物
語
の
語
り
手
は
、
物
語
世
界
の
同
時

代
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
必
ず
し
も
物
語
世
界
の
外
部
的

存
在
と
は
言
い
が
た
い
。
一
方
、
物
語
世
界
に
具
体
的
な
定
位
置
を
占
め
て
い

な
い
と
い
う
点
で
、
ま
っ
た
く
内
部
的
存
在
で
あ
る
と
も
言
い
が
た
い
。
い
わ

ば
内
部
と
外
部
と
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

（
（
（

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
語
り
手
が
何
者
か
」
で
は
な
く
、「
な
ぜ
作
者
は
そ
の
よ
う
に
語

り
手
に
語
ら
せ
た
の
か
」
を
論
考
し
て
い
く
た
め
、
語
り
手
が
何
者
な
の
か
を

詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

　

さ
て
、
作
者
が
な
ぜ
語
り
手
に
「
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら

で
」
と
断
言
さ
せ
た
の
か
、
考
え
て
い
こ
う
。
結
婚
三
日
目
の
夜
に
、
道
頼
が

大
雨
の
た
め
に
来
な
い
こ
と
を
姫
君
と
あ
こ
き
が
嘆
く
場
面
で
、
姫
君
は
「
降

り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
呟
い
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
道
頼
が
大
雨
の
中
を
や
っ

て
き
て
、
姫
君
と
道
頼
が
対
面
し
て
短
連
歌
を
詠
み
合
う
場
面
で
は
、
姫
君
は

「
身
を
知
る
雨
」
を
用
い
て
付
句
を
詠
ん
で
い
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
「
身
を
知
る
雨
」
は
と
も
に
業
平
の
和
歌
「
か
ず
か

ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
か
ら
引
用

さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
こ
の
二
つ
の
語
句
は
同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
と
い
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
発
し
方
は
異
な
っ
て
い
る
。「
降
り

ぞ
ま
さ
れ
る
」
は
「
忍
び
や
か
に
言
は
れ
て
」、
つ
ま
り
、
密
か
に
思
わ
ず
呟

い
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
あ
こ
き
に
聞
か
れ
て
し
ま
っ
て
「（
あ

こ
き
ガ
）
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
恥
づ
か
し
う
」
思
っ
て
い
る
。
一
方
で
「
身
を

知
る
雨
」
は
、
短
連
歌
の
付
句
と
し
て
、
道
頼
に
対
し
て
自
分
の
意
思
で
「
身

を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し
」
と
詠
ん
で
い
る
。
思
わ
ず
呟
い
て
し
ま
っ
て
恥
ず

か
し
く
思
っ
た
言
葉
と
、
自
分
の
意
思
で
発
言
し
た
言
葉
。
こ
の
対
照
的
と
も

い
え
る
状
態
で
発
せ
ら
れ
た
二
つ
の
言
葉
が
、
語
り
手
の
「
女
君
は
、
今
宵
来
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ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」
の
一
文
を
挟
ん
で
対
峙
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
並
び
は
、
姫
君
の
人
物
像
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
。
ど
の

よ
う
に
複
雑
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
前
に
ま
ず
、
読
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
も
し
「
女
君
は
、
今
宵

来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」
の
一
文
が
な
か
っ
た
な
ら
、
読
者

は
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

大
半
の
読
者
が
、
道
頼
が
来
な
く
て
つ
ら
い
か
ら
、
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
多
く
の
読
者
が
『
落
窪
物
語
』
の
当
該
場
面
ま
で
を
、
姫
君
と
道
頼
の

恋
愛
の
展
開
に
注
目
し
な
が
ら
読
む
た
め
で
あ
る
。
特
に
、
屋
敷
に
姫
君
と
あ

こ
き
が
残
り
、
姫
君
の
も
と
に
道
頼
が
忍
び
込
む
結
婚
一
日
目
の
場
面
か
ら
、

結
婚
三
日
目
の
当
該
場
面
ま
で
は
、
中
納
言
一
家
の
様
子
が
一
切
触
れ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
二
人
の
恋
愛
に
注
目
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
読
者
が
夢
中

に
な
る
の
が
、
結
婚
三
日
目
の
当
該
場
面
だ
ろ
う
。「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
の

呟
き
を
見
た
読
者
は
、
当
然
、
あ
こ
き
と
同
様
に
姫
君
も
こ
の
大
雨
を
、
つ
ま

り
は
道
頼
が
来
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
と
思
い
な
が
ら
、
物
語
を
読
み
進
め

る
の
で
あ
る
。「
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」

の
一
文
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
読
者
の
姫
君
像
は
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
い

う
呟
き
を
境
に
、
北
の
方
に
虐
め
ら
れ
て
い
る
境
遇
を
嘆
く
姫
君
か
ら
、
道
頼

と
の
恋
に
生
き
る
姫
君
へ
と
、
移
行
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
語
り
手
は
当
該
場
面
ま
で
、
こ
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
読
者
の
よ
う
に
二
人
の
恋
愛
に
肩
入
れ
す
る
こ
と

な
く
、
淡
々
と
物
語
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら

し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま

は
む
、
世
の
中
の
す
べ
て
憂
き
こ
と
思
ひ
乱
れ
て
」
の
発
言
か
ら
考
え
る
と
、

む
し
ろ
、
姫
君
と
北
の
方
の
関
係
性
の
ほ
う
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ

る
。
他
方
読
者
は
、
姫
君
と
道
頼
の
関
係
性
（
恋
愛
）
の
ほ
う
に
注
目
し
て
物

語
を
読
み
進
め
て
い
く
。
両
者
の
物
語
に
対
す
る
着
目
点
は
、
微
妙
に
異
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

道
頼
が
来
な
い
こ
と
が
つ
ら
く
て
泣
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
読
者
は
、

「
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
」
で
不
意
を
打
た
れ
、

「
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は
む
、
世
の
中
の
す
べ

て
憂
き
こ
と
思
ひ
乱
れ
て
、
う
ち
泣
き
て
臥
し
給
へ
り
」
で
、
姫
君
が
北
の
方

に
虐
め
ら
れ
る
こ
と
が
怖
く
て
泣
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

先
ほ
ど
、「
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」
の
一

文
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
読
者
の
姫
君
像
は
、
北
の
方
に
虐
め
ら
れ
て
い
る
境

遇
を
嘆
く
姫
君
か
ら
、
道
頼
と
の
恋
に
生
き
る
姫
君
へ
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
、

と
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
移
行
を
、「
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ

に
は
あ
ら
で
…
…
」
が
阻
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
姫
君
は
、
第
三
節
に
掲
げ
た
⑥
で
「
上
も
、（
道
頼

ト
ノ
文
通
ヲ
）
聞
い
給
ひ
て
は
、『
よ
し
』
と
は
の
た
ま
ひ
て
む
や
」
と
言
い
、

ま
た
⑪
で
も
「
も
の
の
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
北
の
方
、
い
か
に
の
た
ま
は
む
。

『
我
が
言
は
ざ
ら
む
人
の
こ
と
を
だ
に
し
た
ら
ば
、
こ
こ
に
も
置
い
た
ら
じ
』

と
の
た
ま
ひ
し
も
の
を
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
北
の
方
を
怖
れ
、
道
頼
へ

の
関
心
を
封
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

姫
君
と
北
の
方
の
関
係
性
の
ほ
う
に
注
目
し
て
い
る
語
り
手
は
、
結
婚
三
日

目
の
夜
も
姫
君
は
相
変
わ
ら
ず
北
の
方
を
怖
れ
て
お
り
、
道
頼
へ
の
思
い
は
封
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じ
込
め
て
い
る
、
と
語
る
。
姫
君
と
道
頼
の
関
係
性
（
恋
愛
）
の
ほ
う
に
注
目

し
て
い
る
読
者
は
、「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
い
う
呟
き
を
重
視
し
、
北
の
方

へ
の
怖
れ
を
克
服
し
て
道
頼
へ
の
思
い
を
解
き
放
ち
つ
つ
あ
る
よ
う
に
考
え
て

い
た
が
、
語
り
手
の
発
言
は
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
読
者
の
考
え
が
間

違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
ほ
ど
、
業
平
の
和
歌
か
ら
引
用
さ
れ
た
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
「
身
を

知
る
雨
」
が
、
対
照
的
と
も
い
え
る
状
態
で
発
せ
ら
れ
、
語
り
手
の
「
女
君
は
、

今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」
の
一
文
を
挟
ん
で
対
峙
し
て

お
り
、
こ
の
並
び
が
姫
君
の
人
物
像
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

姫
君
の
人
物
像
を
複
雑
に
し
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
見
て
い
こ

う
。

　
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
を
思
わ
ず
呟
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君

は
道
頼
を
慕
う
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
身
を
知
る

雨
の
雫
な
る
べ
し
」
は
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
自
覚
し
た
上
で
の
発
言
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
恋
愛
を
知
ら
な
か
っ
た
姫
君
が
道
頼
と
出
逢
い
、
無
自
覚
の

中
で
道
頼
を
慕
う
気
持
ち
が
徐
々
に
育
ま
れ
て
い
く
。
こ
の
過
程
を
経
て
、
無

自
覚
だ
っ
た
気
持
ち
―
―
大
雨
の
中
を
道
頼
に
来
て
ほ
し
い
―
―
に
気
づ
き
、

さ
ら
に
、
そ
の
気
持
ち
を
道
頼
に
吐
露
す
る
。
姫
君
は
「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」

と
呟
く
前
に
、
雨
で
姫
君
の
も
と
へ
向
か
え
な
い
と
い
う
道
頼
か
ら
の
手
紙
に

対
し
て
「
世
に
ふ
る
を
う
き
身
と
思
ふ
わ
が
袖
の
濡
れ
始
め
け
る
宵
の
雨
か

な
」（
第
三
節
の
⑮
）
と
返
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、「
身
を
知
る
雨
」
と
同
様

の
意
味
―
―
道
頼
が
大
雨
の
中
を
来
て
く
れ
な
い
こ
と
を
悲
し
く
思
う
―
―
で

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
詠
ん
だ
と
き
の
姫
君
の
心
境
は
異
な
っ
て
い
る
。
常
に

本
音
を
和
歌
に
託
す
と
は
限
ら
な
い
た
め
、「
世
に
ふ
る
を
…
…
」
歌
を
詠
ん

だ
と
き
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
姫
君
の
本
音
だ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し

少
な
く
と
も
、
道
頼
を
慕
う
気
持
ち
を
自
覚
し
た
上
で
口
に
す
る
「
身
を
知
る

雨
の
雫
な
る
べ
し
」
の
方
が
、
道
頼
が
大
雨
の
中
を
来
て
く
れ
な
い
こ
と
を
本

当
に
悲
し
く
思
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
道
頼
が
詠
み
か
け
た

の
は
短
連
歌
の
前
句
で
あ
り
、
姫
君
は
即
座
に
付
句
を
詠
ま
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
状
況
か
ら
見
て
も
、「
身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し
」
が
思
わ

ず
出
て
し
ま
っ
た
本
音
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
「
世
に
ふ
る
を
…
…
」
歌
と
「
身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ
し
」
に
つ
い
て
、

実
は
「
憂
し
」
か
ら
も
姫
君
の
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、

姫
君
と
「
憂
し
」
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
姫
君
と
い
う
人
物
を
表

す
上
で
欠
か
せ
な
い
言
葉
が
「
憂
し
」
で
あ
る
。
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

北
の
方
に
虐
め
ら
れ
て
い
る
境
遇
を
「
憂
し
」
を
使
っ
た
独
詠
歌
で
嘆
き
、
ま

た
、「
人
心
憂
き
に
は
鳥
に
た
ぐ
へ
つ
つ
泣
く
よ
り
ほ
か
の
声
は
聞
か
せ
じ
」

（
第
三
節
の
⑩
）
の
よ
う
に
、
道
頼
へ
の
返
歌
に
も
「
憂
し
」
を
使
う
、
ま
さ

に
「
憂
し
」
の
女
性
と
い
え
る
。
そ
ん
な
姫
君
が
、「
世
に
ふ
る
を
…
…
」
で

は
「
憂
し
（
う
き
）」
を
使
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、「
身
を
知
る
雨
の
雫

な
る
べ
し
」
で
は
「
憂
し
」
を
使
っ
て
い
な
い
。「
身
を
知
る
雨
の
雫
な
る
べ

し
」
で
「
憂
し
」
を
使
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
道
頼
が
来
て
く
れ
た
か
ら
、

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
道
頼
が
来
て
く
れ
た
嬉
し
さ
の
た
め
、
付
句
を

詠
ん
だ
瞬
間
は
、「
憂
し
」
の
感
情
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
か

え
る
と
、
こ
の
と
き
は
北
の
方
の
こ
と
が
頭
に
な
か
っ
た
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

常
に
北
の
方
を
意
識
し
、「
世
に
ふ
る
を
…
…
」
を
詠
ん
だ
と
き
に
も
北
の
方
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の
こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
姫
君
が
、
こ
の
と
き
は
北
の
方
の
こ
と
が
頭
に
な
か
っ

た
と
し
た
ら
。
そ
れ
は
、
北
の
方
を
怖
れ
、
道
頼
を
慕
う
気
持
ち
を
封
じ
込
め

よ
う
と
し
て
い
た
姫
君
の
、
恋
愛
面
で
の
成
長
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

だ
と
す
れ
ば
、「
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
つ
ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
…
…
」

と
い
う
語
り
手
の
発
言
が
間
違
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
姫
君
は
北
の
方
へ
の

怖
れ
を
克
服
し
、
北
の
方
の
支
配
か
ら
脱
し
て
、
道
頼
と
の
恋
に
生
き
る
決
心

を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
姫
君
は
、
そ
の
後

も
北
の
方
を
怒
ら
せ
な
い
よ
う
に
気
を
遣
い
つ
づ
け
る
。
道
頼
へ
の
思
慕
を
肯

定
し
な
が
ら
、
北
の
方
に
も
従
い
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
本
来
矛

盾
し
て
い
る
の
だ
が
、
姫
君
の
中
で
は
不
思
議
な
こ
と
に
共
存
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
、
複
雑
で
魅
力
的
な
姫
君
像
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
の
中
で
、
虐
め
役
と
い
う
個
性
が
あ
る
北
の
方
や
活
き
活
き

と
し
た
動
き
の
あ
る
道
頼
・
あ
こ
き
・
帯
刀
に
比
べ
る
と
、
姫
君
は
一
見
地
味

で
つ
ま
ら
な
く
、
北
の
方
に
虐
め
ら
れ
る
境
遇
を
嘆
い
て
ば
か
り
で
、
ど
こ
か

単
調
な
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
物
語
を
深
く
読
み
こ
ん
で
み
る
と
、
姫

君
の
成
長
―
―
特
に
、
恋
愛
面
に
お
い
て
の
―
―
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
姫
君
の
成
長
が
、
姫
君
像
を
豊
か
な
も
の
に
し
、
複
雑
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

最
後
に
、
姫
君
が
泣
い
て
い
る
理
由
を
、
道
頼
・
語
り
手
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
改
め
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
道
頼
の
場
合
で
あ
る
。
姫
君
を
愛
す
る
道
頼
は
、
大
雨
の
中
を
様
々
な

困
難
に
遭
い
な
が
ら
も
姫
君
の
も
と
へ
や
っ
て
来
た
得
意
気
な
気
持
ち
か
ら
、

「
今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か
ば
か
り
に
こ
そ
」、
つ
ま
り
、「
自
分

（
道
頼
）
が
来
な
い
と
思
っ
て
泣
い
て
い
た
」
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
語
り

手
は
、「
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は
む
、
世
の
中

の
す
べ
て
憂
き
こ
と
思
ひ
乱
れ
て
」
泣
い
て
い
る
と
考
え
、
断
言
し
て
い
る
。

道
頼
・
語
り
手
の
考
え
方
の
相
違
、
と
り
わ
け
、
語
り
手
が
「
今
宵
来
ぬ
を
つ

ら
し
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
」
と
断
言
す
る
こ
と
は
、
姫
君
像
を
複
雑
な
も
の
に

し
、
よ
り
人
間
ら
し
く
描
く
上
で
、
重
要
だ
と
い
え
る
。『
落
窪
物
語
』
に
お

い
て
、
姫
君
と
道
頼
の
結
婚
三
日
目
の
夜
に
、
土
砂
降
り
の
中
を
道
頼
が
姫
君

の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
は
、
史
的
な
観
点
や
物
語
の
流
れ
の
観
点
の
上
で
重
要

だ
と
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
。
史
的
な
観
点
か
ら
の
重
要
性
、
物
語
の
流
れ

の
観
点
か
ら
の
重
要
性
に
続
き
、
人
物
の
造
形
と
い
う
面
で
の
重
要
性
を
導
く

こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
数
多
の
重
要
性
を
含
ん
だ
当
該
場
面
が
『
落
窪
物

語
』
の
核
と
し
て
ど
っ
し
り
と
君
臨
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
千
年
以
上
の
時
を

経
て
も
、『
落
窪
物
語
』
と
い
う
姿
を
現
在
に
遺
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

注
1　

拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
短
連
歌
」（『
成
蹊
國
文
』
四
十
五
号
、
二
〇
一
二

年
三
月
）
九
三
頁
。

2　

注
1
論
文
、
九
二
～
九
六
頁
。

3　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

落
窪
物
語　

堤
中
納
言
物
語
』（
三
谷
栄
一
、
三
谷

邦
明
、
稲
賀
敬
二
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
五
六
頁
。
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4　
『
新
版　

落
窪
物
語　

上　

現
代
語
訳
付
き
』
の
現
代
語
訳
（
二
八
二
～
二
八
三

頁
）
を
引
用
し
た
。

5　

注
4
書
、
二
九
四
頁
。

（　

三
谷
邦
明
「
源
氏
物
語
と
語
り
手
た
ち
―
物
語
文
学
と
被
差
別
あ
る
い
は
源
氏
物

語
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
文
学
史
的
位
相
」（『
日
本
文
学
史
を
読
む
』
第
二
巻
、
有

精
堂
編
集
部
編
、
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
五
月
）
一
五
六
頁
。

（　

吉
岡
曠
「
落
窪
物
語
の
語
り
手
」（『
論
叢
王
朝
文
学
』、
上
村
悦
子
編
、
笠
間
書
院
、

一
九
七
八
年
一
二
月
）
三
六
四
頁
。

※
『
落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
版　

落
窪
物
語　

上　

現
代
語
訳
付
き
』（
室
城
秀
之

訳
注
、
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
に
拠
り
、
そ
の
頁
数
を
記
し
た
。
ま
た
『
伊
勢
物

語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
っ
た
。

（
し
か
の
や
・
ゆ
う
き　

本
学
文
学
部
助
手
）

成蹊国文48（鹿野谷有希）.indd   109 2015/02/13   9:55:42




