
時

姫
1

雨

海

博

洋

時
姫

は

『
蜻
蛉

日
記
』
作
者
と
同

じ
く
藤
原
兼
家

を
夫
と

し
た
。
時
姫

の
ほ

う
が

作
者

よ
り
少

し
年

上
で
、
兼
家
と

の
結
婚

も
先

で
あ

っ
た
。

天
暦

八
年

の

初
秋
、
作
者

は
十

九

(十

八
説
も
あ

る
)
歳

で
二
十

六
歳

の
兼

家
と

結

婚

し

た
。

そ
の
時
、
既

に
時
姫

は
兼
家

の
第

一
子
道
隆

を
生
ん
で

い
た
。

作
者

は
結

婚
当
初

よ
り
常

に
時
姫

の
こ
と
を
意
識

し
て
生
活

し
て
き

た
。
時
姫

は

『
蜻
蛉

日
記
』

に
直
接
登
場
す

る
場
面

は
三
箇
所

だ
け
で
あ
る
が
、
作
者

の
意
識

の
世

界
を

通
し
て
し
ぼ

し
ぼ
表
わ
れ

て
く
る
。

こ
れ
ら
を
元

に
時
姫

の
人
間
性

を
探

り
、
兼
家

の
第

一
夫
人
た

る
面
を
考
察

し
て
み
た
い
。

時
姫

は
摂
津
守
藤
原
中
正

の
娘

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が

『
尊
卑

分
脈
』

に
中

正

の
子
安
親

の
娘
と
な

っ
て

い
る
。

安
親

の
没
年

は

『
尊
卑
分
脈
』

に
は
長
徳

二

年
六
十
五
、

『
公
卿
補
任
』

の
長
徳

二
年

の
項

に
は
七
十
五
と
な

っ
て
い
る
。

仮
り

に
後

者

の
七
十
五
説
を
と
る
と
、
時
姫

の
長
子
道
隆
は
天
暦
七
年

の
生
れ

だ

か
ら
、
そ

の
時
安
親

は
三
十

二
歳

で
祖
父

に
な

っ
た

こ
と

に
な
り
、
当
時

の

風
習
と

し
て
も
早
す
ぎ

る
。

一
方
中

正
の
娘

に

「
女
子

(東

三
条
関
白
妻

・
東

三
条
女
院
母
)
」

(『
尊
卑
分
脈
』
)
と
あ

る
の
で
、
時
姫

は
こ
の

「
女
子
」
と
重

ね
合
せ
る
べ
き
も

の

(喜

多
義
勇

『
蜻
蛉

日
記
全
講
』
)

と

し
て
い
る
。

こ
の

現
象
は
、
時
姫
が
申

正
の
娘

で
あ

り
な
が

ら
、
兄

の
安
親

の

養

女

に

な

っ
た

(
阪

口
玄
章

『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

七
年

六
月
)

こ
と
か
ら
起

っ
た
と

す
る

見
方
が
あ
る
。
確
か

に
、
安
親

に
は
女
子
が
な
く
、
権

門
と

の
結

び
着

き
に
妹

を
養
女

に
し
、
右
大
臣
師
輔

の
子
兼

家
と
結

婚
さ
せ
た
も

の
と

思

わ

れ

る
。

『
尊
卑
分
脈
』

に
よ
れ
ば
安
親

の
兄
為

保

は
従
五
下

・
伯
蓍

守
、
景

興
は
従
五

下
、
弟

の
茂
秀

は
従
五
下

・
下
総
守
と
な

っ
て

い
る

の
に
、
安
親
だ
け
は
正
三

位

・
参
議
と
他

の
兄
弟

に
ぬ
き
ん
で
て

い
る
と

こ
ろ
が

、
右

の
よ
う
な
内
情

を

裏
付
け

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方

に
も

『
尊
卑
分
脈
」

の
道

長

の
註

記
亭

「
大
鏡
』

の
諸
書

に
中
正

の
娘
と
し

て
、
養
家

に
は
い

っ
た
身
で
記
し

て
な

い

こ
と

に
疑
念
を

い
だ
く

(柿
本
奨

『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』
)

点
も
あ
る
が
、
公

式
文
書

で
は
な

い
註
記
や
物
語

に
は
、
真
実

の
親
子
関
係
を
書

く
ほ
う
が
む
し

ろ
自
然

で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
系
図

の
考
証

よ
り
も
興
味
が
あ

る
の
は
、

「
時
姫
」
と

い
う
名

称

で
あ

る
。

こ
れ

は

『
蜻
蛉

日
記
』
-
は
勿
論
、
『
大
鏡
』

に
も
他

の
記
録

に
も

散
見

し
な
い
が
、

た
だ

「
尊
卑
分
脈
』

に
安
親

の
娘
と
し

て

「
時
姫
」
と

い
う

名
称
が
あ

る
。

こ
れ

は
前

に
も
述

べ
た

よ
う
な
理
由

で
中
差

の
娘
と
同

一
人
と

い
う

こ
と

に
な
る
の
で
、
中

正
の
娘
を

「
時
姫
」
と
呼
ぶ
習
わ

し
に
な

っ
て
い

る
。
中

正
の
よ
う

な
受
領
階
級

の
娘

に
は
本
名

は
勿
論
敬
称
も
記
載
さ
れ
な

い
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の
が
通
常

で
あ
る
が
、
な
ぜ

「
時
姫
」

と
し
て

『
尊

卑
分
脈
』

に
記
載

さ
れ

た

ーの
で
あ

ろ
う
か
。

こ
れ

は
想
像

に
頼
る
ほ
か
な

い
が
、
本
名

は

「
時

子
」

で
、

そ
れ

に
女
性

へ
の
敬
称

「
姫
」
が

つ
い
た
も

の
か
、
ま
た

は
道

隆

(申
関

白
Y

道
兼

(粟
田
関
自
)

・
道
長

(御
堂
関
白
)

・
超
子

(冷
泉
女

御
三
条

母
)

・

詮
子

(円
融
女
御

一
条
母
)

の
母
と
し

て
、
時

め
い
た
女
性
と
し
て
後

世
名
付

け
ら
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う

か
。

恐
ら
く
後
者

に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

『大

鏡
』

に
、

こ
の
女
性

に
つ
い
て
、

こ
の
御
母

(時
姫
)

い
か
に
思
し
け

る
に
か
、

い
ま
だ
若
う
お

は
し
け
る

折
、

二
条

の
大
路

に
出

で
て
、
ゆ

ふ
け

(夕
占
)
問

ひ
給

ひ
け
れ
ぽ
、
白
髪

い
み
じ
く
白
き
女

の
、

た
だ

一
人
ゆ
く
が
、
立
止
ま
り

て
、

「
何
わ
ざ
し
給

ふ
人
ぞ
。
も

し
夕
け
と

ひ
給

ふ
か
つ
何
事
な

り
と
も
、
思
さ
む

事

か

な

ひ

て
、

こ
の
大
路

よ
り
も
広
く
長

く
栄
え
さ

せ
給

ふ
べ
き
ぞ
。
」

と
う
ち
申
し

か
け

て
こ
そ
ま
か
り
に
け
れ
。
人

に
は
あ
ら

で
、
さ

る
べ
き
も

の
の
示
し
奉

り
け
る
に
こ
そ
侍

り
け
め
Q

-

と
、

若
く

し
て
既

に

「
こ
の
大
路

よ
り
も
広
く
長
く
栄
さ

せ
給

ふ
べ
き
ぞ
。
」

と
夕
占

を
し
て
言

わ
し
め
る
よ
う

な
相

を
持

っ
て
い
た
と
書

い
て
あ

る
。

こ
れ

は
、

い
わ
ゆ
る
お
話
σ
部

に
入
る
も

の
で
あ

ろ
う
が
、

こ
の
よ
う

な
話
が
発
生

す
る
と

こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
即

ち
、

そ
の
話

の
な
か
に
当
時
な

ら
び

に
後
世

の
人
び
と

の
時
姫

に
対

す
る
尊
敬

・
讃
美

の
心

を
汲

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
の

で
あ
る
。

こ
れ
が
、
や
が
て

「
時
姫
」
と
い
う
敬
称

を
生

み
、
『
尊
卑
分
脈
』
に

付
記
さ
れ
る
結
果

に
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
時
姫

は
天
元
三
年

正
月
十

五
日
に

薨
じ
た

(
『
小
右
記
目
録
」
)。

そ
れ

に
関
し
て

『
日
本
紀

略
』

に
は

「
円
融
院

兼
家

時
姫

天
元
三
年

三
月
九
日
、
壬
午
、
右
大
臣
、
於
法
性
寺
、
修
室
家

七

々
法
事
へ
上

冷
泉

二

一

二

一

卿
及

外
記
等
向
之

、
公
家
并

一
院
修

諷
誦
、
又
仰
内
蔵

寮
、
給
絹
百
疋
。
」
と
、

レ

ニ

一

二

一

二

一

そ

の
盛
大
な
法
事

の
様

が
記
録
さ
れ
て
あ
り
、
前
記

の

『
大
鏡
』

の
話
を
裏

付

け
て
も
お
り
、
彼
女

の
栄
誉

を
充
分

に
し

の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
時
姫

は

『
蜻

蛉
日
記
」

で
は
、
「
本

つ
人
」
・
「
年
ご

ろ
の
と

こ
ろ
」
・

「
子
ど
も
あ
ま
た
あ
り
と
聞

く
所
」

・

「
例

の
所
」
な
ど
と
よ
ば
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
呼
び
方

は
何
れ
も
彼
女

の
妻
と
し

て
の
必
要

に
し
て
充
分
な
条
件
を

兼
ね
備
え

て
い
た

こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
。

『
蜻
蛉

日
記
』

作
者
も
陸
奥
守

・

河
内
守
な
ど
大
国
を
歴
任
し
た
倫

寧

の
娘

で
あ

っ
て
、
そ

の
出
身

に
つ
い
て
は

時
姫

に
比
し

て
遜
色
が
な
く
、
鋭

い
才
能

に
も
恵
れ

て
女
流
歌
人
と

し
て
も
高

名

で
あ

り
、
そ

の
上
本
朝

三
美
人

の

一
人
と
し

て
讃
え

ら
れ

て
い
る
に
も

か
か

わ
ら
ず
時
姫

に
は
常

に

一
目
置
き
、
あ

る
場
合

に
は
追
従

め
い
た
素
振

り
ま
で

し
て
い
る
。

こ
れ

は
、
作
者
道
綱
母

は
前

に
述

べ
た
よ
う
な
妻
と

し
て
の
必
要

に
し
て
充
分

な
条
件
を
備
え

て
い
な

い
不
安
定
な
立
場

に
あ

っ
た

か

ら

で

あ

る
。町

の
小
路

の
女
が
兼
家

の
愛

を

一
時
独
占

し
て
い
た
時
、
道
綱
母

は

「
本

つ

人

を
だ

に
、
あ

や
し
う
、

く
や

し
と
思

ひ
げ
な

る
と
き
が

ち
な
り
。
」

と

か
、

ま
た

「
そ
こ
に
さ

へ
か
る
と

い
ふ
な

る
真
菰
草

い
か
な

る
沢

に
ね
を
と
ど

む
ら

ぜ

む
」

(歌
)
と

か
述

べ
て
、
前

か
ら
妻
と
な

っ
た
人

(
時
姫
)

で
も
愛
を
失

い
、

穏

や
か
で
は
な
い
の
だ

か
ら
、
後

か
ら
な

っ
た
私
な
ぞ

は
仕
方
な

い
と

い
い
う

意
識

を
も

っ
て
お
り
、
自

ら
を
も
慰

め
て

い
る
。

ま
た
、

「
子
ど
も
あ
ま
た
あ

り
と
聞

く
」
時
姫

に
対

し
て
、
道
綱
以
外
子
宝

に
恵
れ

な
か

っ
た

道

綱

母

は
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「
あ
ま
た

の
子
な
ど
持
た
ら
ぬ
を
、

か
く
も

の
は
か
な
く
て
、
思

ふ
こ
と

の
み

し
げ
し
。
」

と
歎

き
、

は
て
は
時
姫

の
娘
超

子
が
女
御

代
に
立

つ
の
を

「
わ
が

か
た

の
こ
と

に
し
あ
ら
ね
ば
」
と
兼
家

の
喜

び
を
後

目
に
、

み
じ
め
な
孤
独
感

の
と
り

こ
と
な

っ
て
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
初

瀬
詣

に
出
立
し
て
し
ま
う
。

そ
の
み

じ

め
な
感
情
は
わ
が
行
く
旅

の
わ
び
し

い
供
廻
り
に
気
付
き

「
わ
れ
な
ら
ぬ
人

な
り

せ
ぽ

い
か

に
の
の
し
り
て
と
覚
ゆ
。」

と
時
姫

の
栄
誉

に
輝
く

姿
を
思

い

出
し

て
爆
発
し
て
し
ま
う
。
道

綱
母
は
時

姫

の
栄
華

の
も
と
は
子
ど
も
が
多

い

か
ら
と
羨

ん
で
い
る
。

し

か
し
、
そ
れ
ら

は
時
姫
そ

の
も

の
の
人
間
的

魅
力

で
は
な

い
。
「
本

つ
人
」

と
か

「
子
ど
も
あ
ま
た
あ
る
」
と
か

い
う
こ
と
は
偶
然

に
左

右
さ
れ
る
こ
と
で

あ

っ
て
、
そ

の
人
間

の
価

値
を
語
る
も

の
で
は
な

い
。
道
草

を
く

い
な
が

ら
も

兼

家
が
帰
り
着
く
と

こ
ろ
は
時

姫

の
所
で
あ
る
。

一
体
兼
家

は
時
姫

の
ど

の
よ

う
な
と

こ
ろ
に
心
ひ
か
れ
て

い
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

町

の
小
路

の
女

の
出
産

、
続

い
て
そ

の
生

ま
れ

た
子
の
早
世

な
ど
か
ら
、
急

に
兼
家

の
足
は
女

か
ら
遠
退

い
た
。

そ
し
て

「
い
ま
ぞ
例

の
所

に
う

ち
は
ら
ひ

て
な
ど
聞

く
。
」

〈

天
徳

二
年

七
月
〉

と
い

っ
た
よ
う

に
先
ず
引
上
げ

て
落
着

い
た
先
は

「
例

の
所
」
即
ち
時
姫

の
所
で
あ

っ
た
。

一
方
、
道
綱
母

の
も
と

に

は

「
例

の
ほ
ど

に
ぞ
か
よ
ふ
め
れ
ば

、
と
も
す
れ
ば

心
づ
き

な
う

の
み
思

ふ
。」

と
言

っ
た
調
子
で
、
は
か
ば

か
し
く

な

い
足
の
運
び
に
歎
き

か
こ
つ
ば

か
り
で

あ
る
。
ま
た
兼
家

が
道
綱
母

の
家

で
急
病

に
な

つ
た
折

に
も

「
こ
こ
に
ぞ

い
と

あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
な

に
ご
と
も
せ
む

に
い
と
便

な
か
る
べ
け
れ
ぽ
、

か
し
こ

へ
も

の
し
な
む
。

つ
ら
し
と
な
思
し
そ
。」

〈
康

保
三
年

三
月
〉

と
道
綱
母

に

気
兼

ね
し
な
が
ら
時

姫

の
い
る
本
邸
に
引

き
移
る
理
由

と
し
て
、
道
綱
母

の
家

で
は
病
気
治
療

や
加
持
祈
祷

を
す

る
の
に
も
都
合
が
悪

い
と
言

っ
て
い
る
。

し

か
し
、

こ
れ

は
、
単

に
祈
祷
す

る
た
め
に
本
邸

に
帰

る
の
で
は
あ

る
ま

い
。
兼

家

は

「
に
は
か
に
も

い
く
ば
く
も
あ
ら

ぬ
心
地
」
即
ち
、
今

に
も
死

に
そ
う
な

感
が
す

る
の
で
、

一
番
安
ら

か
に
心
身
を
落
着
け

る
所

に
と
思

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。
艶
麗

さ
や
甘
美
さ
が
な
く

て
も
地
味

な
大
き
な

ふ
く

よ
か
な
愛
情

の
世
界

に
帰

る
こ
と
を
、

重
病

の
床

に
思

い
つ
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
安
定

し
た
夫
婦

の

世
界
と

は
そ
の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。
時
姫
が
美
貌
と
才
知

の
道
綱
母

に
完
勝

し
た
の
も
、
そ

の
包
容
力

に
富

ん
だ
愛
と
大
き
な
人
間
味
と

に
よ
る
。
も

っ
と

も
、
時
姫
も
本
朝

三
美
人

の
道
綱
母

ほ
ど

で
な
く

て
も
可
な
り

の
美
人

で
あ

っ

た
と
思

わ
れ

る
。
と

い
う

の
は
時
姫

の
子
女

に
は
美
人
が
多
く
隅
と
く

に
道
隆

は

「
御

か
た
ち
ぞ

い
と
け
う
ら

に
お
は
し
ま
し
し
。
」

(『
大
鏡
』
)
と
あ

る
よ
う

に
風
姿
端
雅

で
あ

っ
た
の
で
有
名

で
あ

る
。
男

の
子

は
母
親

に
よ
く
似

る
も

の

で
あ

る
か
ら
、
時
姫

の
面
影
も
察

し
が

つ
く
。
ま

た
、
道
隆

の
娘

一
条
天
皇
中

宮
定
子

は
同
性

の
清
少
納
言
が
う

っ
と
り
す

る
よ
う
な
愛
ら
し
さ
と
気
品
と
知

性
を
備
え

た

一
種

の
美
人

で
あ

っ
た
点
、
祖
母

の
時
姫

に
似
た

の
で
あ

ろ
う
。

康
保

四
年
十

一
月
頃
、
道
綱
母

は
兼
家

の
東

一
条

の
本
邸
近
ぐ

に
移
転
さ

せ
ら

て
ひ
そ
か
な
悦
び

に
浸

っ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
本
邸

の
時
姫
方

の
下
人
と
道
綱

母

の
下
人
と

の
間

に
争

い
が
起

っ
て
、
道
綱
母

の
ほ
う

に
大
き
な
被
害
を
受
け

た
事
件

(安
和

二
年

一
月
)
が
あ

っ
た
。
そ

の
時
、
兼

家

は

「
こ
な
た
ざ
ま

に

心

よ
せ
て
、

い
と

ほ
し
げ

る
な

る
け

し
き
」
を
も

っ
て
、
道
綱
母

の

肩

を

持

ち
、

い
た
く
同
情
す

る
能
度
を
と

っ
た
。

こ
れ

は
裏
返
え

せ
ば
時
姫

の
雅
量

の

あ

る
大
き

な
人
間
的
な
面
を
信
頼

し
て
い
れ
ぽ

こ
そ
と
れ
た
態
度

で
あ

る
。
結

局
道
綱
母

は
少

し
離
れ

た
所

に
移
さ
れ
、
「
す
べ

て
近
き
が
す
る

こ
と
な
り
。
」
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と
か
こ
ち
、

「
は
か
な
ご
こ
ち
」

に
思

い
沈

む
だ
け

で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
は
、

か

つ
て
町
の
小
路

の
女

に
示
し
た
よ
う

な
燃
ゆ

る
よ
う
な
憎
悪

の
言
葉

は
み
ら

れ
な

い
。

や
は
り
、
時
姫

の
人
間
的
大
き

さ
に
圧
せ
ら
れ

る
も

の
が
あ

っ
た
の

だ
ろ
う
。
前

に
兼
家
が
病
気

に
な
σ
自
邸

に
伏

し
た
こ
と

を
述

べ
た
が
、
夫

の

も
と

へ

「
日
に
二
度

三
度
文

を
や
る
」

こ
と
ま

で
道
綱
母

は
時
姫

の
眼
を
気

に

し
、
兼
家

に
請

わ
れ
て
本
邸

に
彼

を
見
舞
う

の
で
さ

え
、
彼
女

は

「
車
を

た
ま

へ
」
と
兼
家

の
車

を
頼

み
、
本
邸

に
入

る
に
及

ん
で
姿
を
見
ら
れ

な
い
た
め
灯

を
消

さ
せ
し
た
り
時
姫

の
眼

を
極
端

に
恐
れ

て
い
る
。

『
蜻
蛉

日
記
』

の
な

か
に
時
姫

に
関

し
て
は
、

二
つ
の
歌
と

一
つ
の
連
歌
が

あ

る
。
そ

れ
ら
は
時
姫

の
内
面

を
知

る
重
要

な
資
料

で
あ

る
。
彼
女

は
良
き
子

女

は
残

し
た
が
、
家
集

を
残

さ
す
歌
も
他
書

に
留

め
な
い
か
ら
。
次

に
、
三

つ

の
歌
を
あ
げ

て
、
年
代
順

に
A

・
B

・
C
の
記
号
を

つ
け
、

い
さ
さ

か
な
り
と

も
時
姫

の
内
面
を
探
ぐ

っ
て
み
た

い
と
思
う
。

〈
天
暦
十
年

五
月
〉

道
綱
母

そ
こ
に
さ

へ
か
る
と

い
ふ
な

る
真
菰
草

い
か
な

る
沢

に
ね
を
と
ど
む
ら
ね

時
姫

A

真
菰
草

か
る
と

は
よ
ど

の
沢
な
れ
や
ね
を
と
ど
む
て

ふ
沢

は
そ

こ
と
か

く
天
暦
十
年
九
月
V

道
綱
母

ふ
く
風

に
つ
け

て
も
と

は
む
さ
さ
が

に
の
か
よ

ひ
し
道
は
空

に
絶
ゆ
と
も

時
姫

B

色

か
は
る

こ
こ
ろ
と
見
れ
ば

つ
け
て
と

ふ
風
ゆ
ゆ
し
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か

な
く
康

保
三
年
四
月

V

道
綱
母

葵
と
か
聞

け
ど
も
よ
そ

に
橘

の

時
姫

C

君
が

つ
ら
さ
を
今
日
こ
そ
は
見

れ

天
暦

十
年

五
月

と

い
え
ば
兼
家

の
第

三

の
愛
人

町

の
小
路

の
女
が
時
姫

や
道

綱

母

の
前

に
現

わ
れ
て
、
兼
家

の
愛

を
独
占

し
有
頂
点

に
な

っ
て
い
た
頃

で
あ

っ
た
。
時
姫

と
す
れ
ば
、

そ

の
前

に
道
綱
母

の
出
現

に
よ

っ
て
や
は
り
寂

し
く

辛

い
日
日
を
経
験

さ
せ
ら
れ
た
は
ず

で
あ

る
。
時
姫

に
は
再
び
耐
え
忍
ば
ね
ば

な
ら
な

い
時
が
訪

れ
た
。
道
綱
母

に
は
初

の
出
来
事

で
あ

る
。
強
く
兼
家

の
愛

を

一
身

に
引
き

つ
け

た
い
と
願

い
、

ま
た
誇

り
高

い
彼
女

に
と

っ
て
は
可
な
り

の
衝
撃

で
あ

っ
た
。
彼
女

は

「
年
ご

ろ
の
と

こ
ろ

(時
姫
)

に
も
絶
え

に
た
な

り
」
と
聞
き

て
、

ふ
と
自
分
と
同
じ
立
場

に
あ

る
時
姫

に

「
そ

こ
に
さ

へ
か
る

と

い
ふ
な
る
…
…
」
あ
な

た
様

の
と

こ
ろ
ま

で
夜
離
れ
な
さ
る
と

は
と

の
慰

め

の
歌
を
贈

る
。

し
か
し
、

こ
れ

は
形

の
上

で
は
時
姫
を
慰

め
る
よ
う
な
歌

に
な

っ
て
い
る
が
、
そ

の
実
、
道
綱
母

の
ほ
う
が
、
時
姫
を
自
分
と
同
じ
立
場

の
者

と

し
て
考
え

る
こ
と

に
よ

っ
て
自
ら
を
慰

め
よ
う
と
す
る
意
識
が

動

い

て

い

る
。
時
姫

の
心
を
真

に
思
う
同
情

の
歌
と
は
認

め
ら
れ
な

い
。
時
姫

は
そ
れ
を

見
抜

い
て
い
る
。
そ
れ
故

、
感
謝

の
歌
な
ど
返
え
せ
な

い
。

い
や
時
姫

は
前

の

苦

い
経
験
を
想
起
し
て
、
今
更
何

を
言

う
か
と
責

め
て
も

よ
い
は
ず

で
あ

る
。

し
か
し
、
時
姫

は
幼
な
く
な

い
、

立
派
な
大
人

で
あ

っ
た
。
贈
答

歌
の
し
き

た

り

に
な
ら

っ
て
、
表
面
優
雅

な
詞

で
内
面

に
知
的

応
酬

を
ふ
く
め
た
A
歌
を
返
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1

え
す
。
あ
な

た
は
夫
が

「,い
か
な

る
沢

に
ね
を
と
ど
む
ら
む
」
と
お

っ
し

ゃ
る

が
、
あ
な

た
の
と

こ
ろ
に
止
ま

っ
て
い
る
と

か
聞

い
て
ま
す
よ
、
と
返
し
て

い

る
。
兼
家
が
町

の
小
路

の
女

の
も
と

に
入

り
び
た
り
な

の
は
百
も

承

知

な

の

に
、

わ
ざ
と
と
ぼ
け

た
言

い
ま
わ

し
を

し
た
。
そ

の
中

に
、
年
来

の
恨
み

の
念

の
籠

っ
た
鋭

い
諷
刺
が
あ

る
。
「
真
綿

に
針
を
包

ん
だ
歌
」

(秋
山

・
上
村

・
木

村

『
蜻
蛉

日
記
注
解
』

「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
七
年

=

一月
)
と

い

う
表
現
が

ぴ
た
り
と
す

る
よ
う
な
歌

で
あ

っ
た
。

こ
の
贈
答
歌

で
は
時
姫

の
ほ

う
が

完
全

に

一
本
と

っ
た
形

に
な

る
。
右

の

『
蜻
蛉

日
記
注
解
』

に
は

「
け
だ

し
時
姫

は
、
作
者

に
と

っ
て
は
決

し
て
安
住

し
え
な

か

っ
た

「
お

ほ

か

た

の

よ
』

の
妻

の
座

に
調
和

し
、
世
俗

の
智
恵

を
つ
ち
か

っ
た
人

で
あ

っ
た
」
と
そ

の
勝
因

の
理
由

を
述
べ
て
い
る
。

天
暦

十
年

九
月

と
も
な
る
と
時
姫

・
道
綱
母

の
二
女
性

に
と

っ
て
絶
望
的
事
、

態
が
追

っ
て
き

た
。「
子
供
あ

ま
た
あ

り
と
聞
く
所
も

む
げ

に
絶

え
ぬ
と
聞
く

。」

と

い
っ
た
よ
う

に
兼
家

は
全
く

町
の
小
路

の
女

の
と

り
こ
に
な

っ
て
し
ま
う
。

今
回

は
道
綱
母

も
自
分

の
心
に
照

し
み
て
、

し
げ

し
げ
と
真
心
を

を
こ
め
て
慰

め
と
同
情

を

こ
め
た
歌

を
書

き
お
く

っ
た
よ
う
で
あ

る
。

「
ふ
く
風

に
…
…
」

の
歌

も
そ

の

一
つ
で
あ
る
。

こ

の
歌

に
対

し
て
は
時
姫
も

B
歌

の
よ
う

に
、
道

綱

母

の
歌

さ
え
も
今

は
待
た
れ
る
心
境

を
述
べ
て

い
る
。

一
見
偉
大

さ
や
女
丈

夫
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
時
姫

の
な
か
に
も
女
性

ら
し
い
優

し
さ
の

一
面

を
み
る

こ
と
が
で
き

る
。

こ
れ
も
、
人

の
真
心

に
接
す
れ
ぽ
片
意
地
な
ど

は
張

ら
ず
優

し
く
応
じ
る
と

い
っ
た
性
格

の
良

さ
の
表

わ
れ
と
も
と
れ

る
。

ま
た
自
分

の
心

を
そ

の
場

に
応
じ
て
律

す
る
こ
と

の
出
来

る
聡
明

な
女
性

で
あ

る
こ
と

を
物
語

っ
て

い
る
。

そ
れ
は
道
綱

母

の
よ
う
な
鋭

利
な
聡
明

さ
と

い
う

よ
り
豊

か
な
厚

味

の
あ
る
聡

明
さ
と
で
も
言

お
う

か
。
兼
家

は
こ

の
よ
う

な
点

に
何
時

で
も
迎

え
入
れ
て
く
れ
る
安
定

し
た
愛

の
世
界
を
感
じ
て

い
た

の
で
あ
ろ
う
。

時

姫

の
A

・
B

・
C

の
三
歌
と
も
受
け
て
読
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
,三
度

と
も

道
綱
母

の
ほ
う
か
ら
仕
掛
け
て
き
て

い
る
。
康

保
三
年
四
月
賀

茂
祭

の
時
は
わ

ざ
わ
ざ
大
路
を

は
さ

ん
で
時
姫

の
真

向

い
に
車

を
立
て
て
、
連
歌
で

い
ど
ん
で

き

て
い
る
。
か

っ
て
兼

家

の
見
舞

に
本
邸
を
訪
れ
、
時
姫

の
眼
を
恐
れ
て
お
ど

お
ど
し

て
い
た
同

一
人
と

は
思
わ
れ
な

い
積
極
的
な
行
為

で
あ

る
。

し
か

し
、

よ
く
考
え
る
と
時
姫

に
対
す
る
劣
等
意
識

の
し
か
ら
し

め
る
と

こ
ろ
で
あ

る
と

思
う
。
歌

の
道

に
か
け

て
は
道
綱
母

は
自
信

に
満
ち
、

こ
れ
だ
け

は
時
姫

に
勝

て
る
唯

一
の
道
と
信
じ

て
の
上

の
行
動

で
あ

る
。
時
姫
が
連
歌

の
下
句
C
を

つ

け

る
の
に
少

し
手
聞
取

っ
て
い
る
の
を
道
綱
母

は
日
記

に

「
や
や
久

し
う
あ
り

て
し
と
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ

つ
ら

っ
て
い
る
の
も
そ

の
よ
う
な
意
識

の
表
わ
れ

で
あ

る
。道

綱
母

は
時
姫

の
歌
を
軽
く

み
て
い
た
わ
け

で
あ

る
が
、
時
姫

の
歌

の
技
量

は

一
体
ど

の
税
度

の
も

の
で
あ

っ
た

ろ
う

か
。
資
料
と

し
て
は
前
載

の
A

・
B

・
C
の
三
つ
だ
け

で
充
分
な
検
討

は
出
来
な

い
し
、
三

つ
と
も
返

歌

の

立

場

で
、
自
由
な
発
想
な
歌

で
は
な

い
。
従

っ
て
贈
歌
を
ど

の
よ
う

に
受
け
止

め
、

さ
ぽ

い
た
か
と

い
う
面
を
考
察
す

る
こ
と

に
な

る
。
返
歌

で
大
切
な

こ
と

は
相

手

の
歌

の
辞
句
を
利
用

し
て
機
知
を
働

か
せ
る
と

こ
ろ
に
あ

る
。

A

歌

で

は

「
そ

こ
」

・

「
真
菰
草
」

・

「
沢
」

・

「
ね
」
と
相
手

の
歌

の
用
語
を
充
分

に

活
用

し
、
ま

た

「
そ

こ
」

は
道
綱
母

の
歌

で
は
時
姫
を
指

し
た
の
だ
が
、
時
姫

は
そ
れ
を
逆
用

し
て
相
手
を
さ
す
な
ど
立
派

な
答
歌

に
な

っ
て

い

る
。

ま

た

「
真

菰
草

か
る
と

は
よ
ど

の
沢
な
れ
や
」

の

「
よ
ど

の
沢
」

は

「
淀
」
と

「
夜
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殿
」
を
掛
け

て
い
る
。

「
淀

の
沢
」
と

は
当
時

の
桂
川
と
宇
治
川
と

に
囲
ま
れ

た
沼
沢
地
帯

で
、
真
菰
草

の
名
所

で
あ
り

「
ま

こ
も
苅
る
淀

の
沢

水

雨

降

れ

ば
」

(『
古
今
集
』
五
八
七

・
貫
之
)
と
古
今
集

に
も
あ
る
歌
枕
と
も
言
う
べ
き

地
名

で
、
そ
れ
を
読
み
込
む
と

い

っ
た
古
典
的
な
歌

の
素

養
も
あ

っ
た

こ
と
を

示
し

て
い
る
。

「
夜
殿
」
と

は

「
寝
殿
」
を
言
う

の
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て

「
夜

殿

の
沢
」
と

は
寝
殿

で
夫
と
当
然
寝
る
べ
き
自
分
と
時
姫

は
自
分

の
存
在
を

は

っ
き
り
言
明
し
た

の
で
あ
る
。
そ

こ
に
威
厳
を
示
し
重
味
を
加
え
て
も

い
る
。

B
歌

で
は
相

手
歌

の

「
ふ
く
風

に
つ
け
て
も
と

は
む
」

の
初
句

・
二
句

の
部
分

を
利
用
し
て
、
三
句

・
四
句

に

「
つ
け
て
と

ふ
風
ゆ
ゆ
し
く
も
」
と
よ
み
込
ん

で
い
る
。
実

に
利
用
辞
句

の
配
列

に
至
る
ま
で
細

い
神
経
が
行
届

い
て

い
る
。

ま
た
相

手

の

「
ふ
く
風
」
を
季

節

の
秋

風

に
と
り
、
色

を
変
ら
せ

る

秋

と

し

て
、
相

手
を
飽
き
や
す

い
心

の
人

の
意
を

ふ
く
め
、
相

手
を
そ
れ
と
な
く
諷
し

て
、
結

局

は

「
今
後
と
も
変
ら
ぬ
ご
厚

意
を
」
と
願

う
あ
た
り
は
機
知

も
あ
り

情
意
も
あ
る
。
岡

一
男
博
士

は

「時

姫

の
歌
は
才

気
が
勝

っ
て

い
て
、
表
面
で

は
道
綱
母

の

『
吹
く
風

に
つ
け
て
も
問
は
ん
』
を
も
ど

い
て
い
る
が

、
実

は
こ

こ
に
完
全

に
両

者

の
兼
家

に
対

す
る
共

同
戦
線

に
関

す
る
理
解
が
成

立
し
た
の

で
あ
る
。
」
『
道

綱
母
』
)
と
B
歌

の
出
来

栄
え
を
賞
賛

さ
れ
て
い
る
。

C
句

は
道

綱

母

の
上
句

に

つ
け
る
だ
け
あ

っ
て
A

・
B
歌
以

上

の
困
難

さ
が
あ

る
。

C
句

に
つ
い
て
柿

本
奨
氏

は

「
時
姫
側

は
返
事
に
暇
ど

っ
た
。

こ
れ

は
第

一
の
難
。

返

事

の
内
容
が

『
語
釈
』

に
記

し
た
ご
と
く
少

々
無
理

を
し
て
い
る
。

こ
れ
が

第

二
の
難
。

こ
の
勝
負

は
作
者

の
完
勝

で
あ

る
。
」

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

第

一
の
難

は

一
応

わ
か
る
と

し
て
も
第

二
の
難

は

「
さ

て
、

こ
の
句
を
上

の
句

に

付
け

る
と
、
『
よ
そ

に
た
ち
ば
な

の
』

は
作
者

の
こ
と
と
逆
転
す
る
。

修
辞
上

は
そ

つ
な
く
返
事
を

し
て
い
る
が
、
作
者

の
ほ
う

か
ら
あ

い
さ

つ
し
、
そ
れ
ま

で
黙

っ
て
い
た
の
は
時
姫

の
ほ
う
だ

か
ら
、

こ
の
下

の
句

は
、
意
味
内
容
上
、

上
乗

の
も

の
と

は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
」

(
『
蜻
蛉

日
記
全
注
釈
』
上
)
と

い
うへ

こ
と

で
あ

る
。
相
手
上

の
句

「
橘
」

の

「
黄
実
」
を

「
君
」
と
し

て
、

「
君
が

ヘ

ヘ

へ

つ
ら
さ
」

に

「
か
つ
ら
」
を
物

0
名
と
し

て
織
込

ん
で
、
葵
祭

の

「
カ

ツ
ラ
」

に
関
連
づ
け

て
時

に
適

っ
た
詠
み
ぶ
り

で
、
修
辞
上

は
見
事
と
言

う

ほ

か

な

い
。
さ

て
第

二
の
難
点

の
意
味
内
容
上

の
問
題
も
、
A
歌

の

「
そ
こ
」

と
同
じ

く
立
場
を
逆
転
し
た
応
酬
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
か
え

っ
て
機
知
的
特
色
が
認

め
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
時
姫

に
天
与

の
歌
才
が

あ
る
と
は
思

え
な
い
が
、

歌
を
作
り

こ
な
す
力
量
と
英
知

を
持
ち
、
家
集

の

一
・つ
位

は
あ

っ
て
も

よ
い
と

思
わ
れ
る
ほ
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女

は
幾

多

の
す
ぐ

れ
た
子

女

に

恵

ま

れ
、
不
動

の
家
庭

を
作
り
上
げ
、

そ

の
な
か

に
生
き

る
道

を
見
出

し
、
歌

に
心

を
ま
ぎ
ら
わ
し
、
苦

悩
を
訴

え
る
必

要
が

な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

む
し
ろ
歌

に
よ
り
か
か
ら
な
か

っ
た
時

姫

の
生
活

こ
そ
時

に
栄
え
た
女

の

一
生

を
象
徴

し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
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