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初
恋

I

歌

考

題

詠

は

じ

め

に

平
安
時
代
の
後
期
、
こ
と
に
院
政
期
以
降
、
題
詠
に
よ
る
作
歌
が
さ
か
ん
に

な

っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
歌
壇
の
状
況
、
歌
人
た
ち
の
動
向
は
、
橋
本
不

美
男
氏

（
注
１
）
、
井
上
宗
雄
氏

〈
注
２
）
そ
の
他
の
先
学
に
よ

っ
て
、
か
な

り
詳
細
な
点
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
題
詠
歌
の
詠
作
事

情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
院
政
期
か
ら
新
古
今
時
代
に
か
け
て
、
題
詠
の
方
法
は
発
展
し
、
歌
の

内
容
は
深
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な

い
。
本
稿
で
は
、

「
初
恋
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
題
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
題
の
も
と
に
よ
ま
れ
た
歌

を
時
代
を
追

っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
題
詠
の
発
展

・
深
化
の
具
体
相
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い

（
注
３
）
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
期
の
貴
族
た
ち
に
と

っ
て
、
恋
歌
は
き
わ
め
て
実
用
的
な

意
味
を
も

っ
て
い
た
。
男
性
が
女
性
に
求
愛
す
る
場
合
、
必
ず
和
歌
が
用
い
ら

れ
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
褒

の
恋
歌
が
貴
族
の
生
活
と
密
着
し
た
形
で
存
す

る
の
で
あ
る
が
、　
一
方
、
題
詠
の
恋
歌
も
院
政
期
に
な
る
と
盛
ん
に
詠
ま
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
豪

の
恋
歌
と
恋
の
題
詠
歌
と
で
は
、
性
格
を
異
に
す
る

佐

藤

明

浩

面
が
あ
る
。
前
者
は
多
く
の
場
合
、
贈
答
の
形
を
と
る
わ
け
だ
が
、
特
に
返
歌

は
贈
ら
れ
て
き
た
歌
を
強
く
意
識
し
て
詠
ま
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
贈
歌
の
内

容
や
表
現
に
制
約
さ
れ
る
た
め
、　
一
首
の
独
立
性
は
弱

い
。
ま
た
、
贈
答
歌
の

内
容
や
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
修
辞
は
、
恋
を
成
就
さ
せ
る
な
り
、
関
係
の
発
展

を
求
め
る
な
り
、
時
に
は
相
手
を
拒
絶
す
る
な
り
、
そ
う
い
っ
た
何
ら
か
の
目

的
を
効
果
的
に
果
た
す

こ
と
に
奉
仕
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
題
詠
歌
の
場
合
は
、
題
を
満
足
さ
せ

つ
つ
、
独
立
し
た

一
首
の
世

界
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
贈
答
歌
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
て
は
題
詠
歌
と
し
て
不
充
分
な
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ

る
。
恋
の
題
詠
歌
に
は
、
特
有
の
難
し
さ
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
、
例
え
ば
、

「
後
朝
」
と
い
う
題
の
場
合
に
は
、
題
詠
歌
の
詠
出

も
比
較
的
容
易
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
朝
と
い
え
ば
、　
一
夜
の
契
り
の

後
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
も
こ
の
場
面
で
歌
を
と
り
交
わ
す
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
実
際
の
恋
の
体

験
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
場
面
を
仮
想
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
具
体

的
に
把
握
で
き
る
題
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、

「
後
朝
」
と
い
う

題
は
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
物
語
的
場
面
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の

-11-



で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
題
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
贈
答
歌
で
詠
ま
れ

て
き
た
内
容
や
表
現
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
も
題
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
初
恋
」
と
な
る
と
事
情
は
異
な
る
。

「
初
恋
」

は

「
後
朝
」
に
比

べ
る
と
漢
然
と
し
た
題
で
あ
り
、
題
の
意
味
自
体
、
決
し
て

自
明
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

「
初
」
の
意
味
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
、

題
詠
の
出
発
点
に
お
い
て
、
か
な
り
の
可
変
性
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
本
稿
で

「
初
恋
」
を
と
り
あ
げ
る
の
も
、
実
は
そ
う
い
う
性
格
を

有
す
る
題
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一

『
後
拾
遺
集
」
に
次
の

一
首
が
あ
る
。

は
じ
め
の
こ
ひ
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
源
法
師

な
き
な
た
つ
人
だ
に
よ
に
は
あ
る
も
の
を
き
み
こ
ふ
る
み
と
し
ら
れ
ぬ
ぞ

う
き

⌒巻
十

一
・
恋

一
・
六

一
三
）

（
注
４
）

こ
の
歌
の
詠
作
事
情
は
未
詳
だ
が
、

「
初
恋
」
題
の
詠
歌
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
う
ち
、
現
在
知
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
古
い
例
で
あ
る
。

「
世
の
中
に
は

無
実
の
恋
の
噂
が
立

つ
人
さ
え
あ
る
と
言
う
の
に
、
真
実

こ
ん
な
に
も
あ
な
た

を
恋

い
慕

っ
て
い
る
私
で
あ
る
と
知
ら
れ
な
い
の
は
つ
ら
い
こ
と
で
す
」
と
、

知
ら
れ
ざ
る
恋
心
を
相
手
に
わ
か

っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
心
情
を
う
た

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ

で

、

「
後

拾

遺

集

」

の
巻

十

一

・
恋

一
は

、

東

官

と

ま

う

し

け

る

と

き

故

内

侍

の

か

み

の
も

と

に
は

じ

め

て

つ
か

は
し

け

る
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

後

朱

雀

院

御

製

ほ

の

か

に
も

し

ら

せ

て
し

か

な

は

る

が

す

み

か

す

み

の
う

ち

に
お

も

ふ

心

を

（六
〇
四
）

で
は
し
ま

っ
て
お
り
、
こ
れ
以
下

「
は
じ
め
た
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
」

（六

〇
五
）

「
を
ん
な
を
か
た
ら
は
ん
と
て
め
の
と
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」

（

六
〇
七
）
そ
の

「
か

へ
し
」

（六
〇
八
）

「
は
じ
め
た
る
を
む
な
に
つ
か
は
し

け
る
」

（六
〇
九

・
六

一
〇
）

「
を
と
こ
の
は
じ
め
て
ひ
と
の
も
と
に
つ
か
は

し
け
る
に
か
は
り
て
よ
め
る
」

（六

一
一
）

「
を
ん
な
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し

け
る
」

（六

一
二
）
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
次
に
前
掲
の

「
な
き
な
た
つ
」
の

歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

「
後
拾
遺
集

一
恋

一
の
は
じ
め
の

部
分
に
は
、
初
め
て
女
性
の
も
と
に
お
く

っ
た
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
こ
れ
ら
の
日
常
詠
と

「
初
恋
」
の
題
詠
歌
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

「
な

き

な

た

つ
」

の
歌

の
内

容

と

「
後

拾

遺

集

」

の

配

列

か

ら

、

「
初

恋

」

の
題

意

は

は
じ

め

て
女

に
お

く

る

に

ふ

さ

わ

し

い
歌

を

詠

む

こ
と

で
満

た

さ

れ

る

と

い
う

と

ら

え

方

が

、

当

時

あ

っ
た

こ
と

を

窺

い
知

る

こ
と

が

で
き

る

。

二

康
和
二
年

（
一
一
〇
〇
）

「
宰
相
中
将
国
信
家
歌
合
」
は
、

「
初
恋
」

「
後

朝
」

「
過
不
逢
恋
」

「
夜
恋
」

「
歴
年
恋
」
の
五
題
か
ら
な
る
。
恋
題
ば
か
り

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
細
分
化
し
て
い
る
点
、
文
書
意
識
に
根

ざ
し
た
論
難
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
点
で
、
和
歌
史
上
、
こ
の
歌
合
は
画
期
的
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

題
詠
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、

「
初
恋
」
二
番
の
、

１
人
し
れ
ぬ
恋
に
は
ま
け
じ
と
思
ふ
に
も
う

つ
せ
び
の
よ
ぞ
か
な
し
か
り
け

る

（
右

・
勝

・
基
俊
）

（
注
５
）
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に
対
す
る
次
の
論
難
が
注
目
さ
れ
る
。

右
歌
は
げ
に
う
た
が
ら
は
を
か
し
う
も
や
侍
ら
む
。
は
じ
め
た
る
恋
の
心

な
む
み
え
侍
ら
ず
。
こ
ひ
に
は
ま
け
し
と
お
も
ふ
に
、
と
し
月
を
ふ
と
も

心
く
ら

べ
に
は
ま
け
じ
と
お
も
ふ
に
、
う

つ
せ
み
の
よ
の
は
か
な
き
な
む
、

お
そ
ろ
し
き

こ
と
と
こ
そ
侍
め
れ
。
は
じ
め
た
る
心
な
か
ら
む
恋
の
歌
に

は
を
か
し
う
も
や
侍
ら
ま
し
。

二
番
は
俊
頼

（左
）
対
基
俊

（右
）
で
あ
り
、
こ
の
論
難
は
俊
頼
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（注
６
）
。
俊
頼
は

「
は
じ
め
た
る
恋
の
心
な
む
み

え
侍
ら
ず
」
と
基
俊
歌
が
題
意
を
詠
み
こ
ん
で
い
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
基
俊
自
身
こ
の
後
の
部
分
で

「
げ
に
は
じ
め
た
る
心
は
よ
み
お

と
し
て
侍
り
」
と
題
を
詠
み
落
と
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

歌
合
当
時
の

「
初
恋
」
題
の
と
ら
え
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
の
で
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
年
月
を
経
た
恋
心
を

詠̈
む
の
は

「
初
恋
」
題
に
ふ
さ
わ
し

く
な

い
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
俊
頼
の
論
難
は
、
題

意
を

つ
く
し
て
い
る
こ
と
が
歌
合
歌
の
価
値
を
決
め
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
題
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
を
窺

い
知
る
こ
と
が

で
き
る

（注
７
）
。

本
歌
合
の
他
の
歌
は
、
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

２
色
み
え
ぬ
心
ば
か
り
は
じ
づ
む
れ
ど
涙
は
え
こ
そ
し
の
ば
ざ
り
け
れ

（
一

番
左

・
持

。
国
信
）

３
い
つ
し
か
と
し
を
る
る
わ
れ
が
た
も
と
か
な
な
み
だ
や
こ
ひ
の
し
る
べ
な

る
ら
む

（
一
番
右

・
持

・
顕
仲
）

こ
れ
ら
は
、
恋
の
思
い
が
涙
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

４
い
は
で
た
だ
思
ひ
や
る
に
て
し
ら
せ
ば
や
人
し
れ
ず
の
み
こ
ふ
る
こ
こ
ろ

を

（
二
番
左

・
持

・
隆
源
）

５
な
る
か
み
の
音
に
き
き

つ
る
君
な
れ
ば
思
ふ
こ
こ
ろ
を
そ
ら
に
し
ら
な
む

（
二
番
右

・
持

・
仲
実
）

６
あ
し
の
や
の
し
の
の
こ
す
だ
れ
ひ
ま
を
あ
ら
み
も
ら
し
て
し
か
な
か
く
る

こ
こ
ろ
を

（
四
番
左

・
負

・
家
職
）

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
自
分
の
恋
心
を
相
手
に
知

っ
て
も
ら
い
た
い
、
知

ら
せ
た
い
、
と
い
う
内
容
の
歌
で
あ
る
。
恋
す
る
相
手
に
贈
る
歌
で
あ

っ
て
も

適
用
す
る
内
容
で
あ
る
。
特
に
５
は
、
直
接
的
に
相
手
に
訴
え
か
け
る
形
を
と

っ
て
い
る
。

俊
頼
の
歌
は
、

７
風
ふ
け
ば
た
ぢ
ろ
く
や
ど
の
板
じ
と
み
や
ぷ
れ
に
け
り
な
し
の
ぶ
こ
こ
ろ

は

（
二
番
左

・
負
）

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
上
旬
に
新
奇
な
序
詞
を
用
い
つ
つ
、
忍
ん
で
い
た
恋

心
が
あ
ら
わ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
歌
合
の

「
初
恋
」
題
歌
の
内
容
と
し
て
、
人
目
を
忍
ぷ
恋
心

に
関
係
す
る
も
の

（
２

●
３

・
４

・
７
）
、
恋
の
相
手
に
自
分
の
思

い
を
告
げ

知
ら
せ
た
い
と
願
う
も
の

（
４

・
５

●
６
）
が
あ

っ
た
。
世
間
や
恋
の
相
手
に

恋
心
を
知
ら
れ
る
以
前
の
恋
の
諸
相
と
い
う
比
較
的
広
い
幅
を
も

っ
て
、

「
初

恋
」
題
の
意
味
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
国
信
家
歌
合
」
に
続
い
て
成
立
し
た

「
堀
河
百
首
」
は
、
初
め
て
の
組
題

百
首
で
あ

っ
た
。
そ
の
恋
題
は

「
初
恋
」

「
不
被
知
人
恋
」

「
不
通
恋
」

「
初

遇
恋
」

「
後
朝
恋
」

「
過
不
逢
恋
」

「
旅
恋
」

「
思
」

「
片
思
」

「
恨
」
の
十

題
で
あ
る
。

「
国
信
家
歌
合
」
の

「
初
恋
」
が
、

「
初
恋
」

「
不
被
知
人
恋
」

「
不
遇
恋
」
に
細
分
化
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る

（注
８
）
。
し
た
が

っ
て
、
歌

人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
題
を
よ
り
細
か
に
詠
み
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
題
に

対
す
る
意
識
が
更
に
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
、

「
堀
河
百
首
」
の

「
初
恋
」
題
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

す
る

（
注
９
）
。

８
お
も
ひ
か
ね
け
ふ
た
て
そ
む
る
に
し
き
木
の
ち

つ
か
も
ま
た
で
逢
ふ
よ
し

も
が
な

〈
匡
房
）

（
注
１０
）

９
行
き
か
よ
ふ
中
人
た
て
て
け
ふ
こ
そ
は
思
ふ
心
を
ほ
の
め
か
し

つ
れ

（国

信
）

１０
お
も
ひ
あ
ま
り
け
ふ
い
ひ
出
す
池
水
の
ふ
か
き
心
を
人
は
し
ら
な
ん

（
顕

季
）

Ｈ
下
に
の
み
恋
ひ
わ
た
り
し
を
玉
の
を
の
乱
れ
て
け
ふ
ぞ
人
に
し
ら
る
る

〈
藤
原
顕
仲
）

‐２
け
ふ
こ
そ
は
は
つ
か
に
み
つ
れ
程
も
な
く
何
と
み
だ
る
る
心
な
る
ら
む

（隆
源
）

こ
れ
ら
の
歌
に
は

「
け
ふ
」
と
い
う
語
が
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
初

恋
」
と
い
う
題
の
意
味
を
明
確
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

‐３
恋
せ
じ
と
ち
か
ひ
て
し
身
を
い
か
に
し
て
こ
は
こ
り
ず
ま
に
思
ひ
そ
む
ら

ん

（
師
頼
）

‐４
ま
だ
し
ら
ぬ
人
を
は
じ
め
て
こ
ふ
る
か
な
お
も
ふ
心
よ
道
じ
る
べ
せ
よ

（
肥
後
）

‐３
の

「
思
ひ
そ
む
」
、
１４
の

「
は
じ
め
て
恋
ふ
る
」
と
い
う
表
現
に
も
、

「
初

恋
」
の
題
意
を
明
確
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

「
国
信
家
歌
合
」

の

「
初
恋
」
題
歌
と
比

べ
る
と
、

「
初
」
に
対
す
る
意
識
が
強
ま

っ
て
い
る
と

一言
え
る
。

た
だ
し
、

「
初
恋
」
の
題
意
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
間
の
残
る
も

の
も
あ
る
。

‐５
心
こ
そ
か
ど
で
す
る
よ
り
ま
ど
ひ
け
れ
あ
ふ
を
限
と
な
れ
る
恋
ぢ
は

（
師

時
）

‐６
木
の
間
よ
り
ひ
れ
ふ
る
袖
を
よ
そ
に
み
て
い
か
が
は
す

べ
き
松
浦
さ
よ
姫

（
基
俊
）

‐５
は

「
か
ど
で
」
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
題
意
を
満
た
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
恋
の
相
手
と
遇

っ
た
後
の
時
点
を
想
定
し
て
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
、

「
初
恋
」

「
不
被
知
人
恋
」

「
不
過
恋
」

「
初
過
恋
」

「
後

朝
恋
」

「
遇
不
逢
恋
」
と
い
う
題
の
設
定
が
、
恋
の
展
開
し
て
い
く
順
序
に
従

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
題
意
と
合

っ
て
い
な

い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
１５
の
歌
は
、
恋
の
展
開
の
上
か
ら
い
え
ば

「
初
遇

恋
」
よ
り
も
後
の
内
容
な
の
で
あ
り
、

「
過
不
逢
恋
」
の
題
意
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

‐６
は

「
万
葉
集
」
巻
五
の
、

遠

つ
人
松
浦
佐
用
姫
つ
ま
恋
に
ひ
れ
振
り
し
よ
り
負

へ
る
山
の
名

（
新
編

国
歌
大
観
番
号
八
七
五
）

以
下
の
歌
群
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
は
、

「
初

恋
」
と
特
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
１６
の
歌
は
、
後
に

「
千
載
集
」
巻

十
四

・
恋
四
に
撰
入
さ
れ
た
。
恋
四
と
い
え
ば
恋
五
巻
中
の
後
半
に
あ
た
り
、

配
列
の
上
か
ら
い
う
と
、

「
初
恋
」
題
の
歌
が
位
置
す

べ
き
部
分
で
は
な

い
。

そ
う
す
る
と
、
千
載
集
撲
者
の
俊
成
は
こ
の
歌
に

「
初
恋
」
の
意
味
を
認
め
て

い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
１６
の
歌
に
は
、

「
初
恋
」
題
歌

と
し
て
の
必
然
性
を
見
出
し
難
い
。
前
に
言
及
し
た
よ
う
に

「
国
信
家
歌
合
」

で
は
基
俊
歌
が

「
は
じ
め
た
る
恋
の
心
な
む
見
え
侍
ら
ず
」
と
批
判
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
と
共
通
す
る
点
を
も
つ
、
題
意
を
尽
く
し
て
い
な
い
歌
な
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

「
堀
河
百
首
」
の

「
初
恋
」
題
歌
に
も
、
贈
答
歌
の
表
現
や
内
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容
に
類
似
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。

‐７
星
崎
や
あ

つ
た
の
か
た
の
い
さ
り
火
の
ほ
の
も
し
り
ぬ
や
思
ふ
心
を

（仲

実
）

ほ
の
か
に
も
し
ら
せ
て
し
か
な
は
る
が
す
み
か
す
み
の
う
ち
に
お
も
ふ
心

を

（後
拾
遺
集

・
巻
十

一
。
恋

一
・
六
〇
四

・
後
朱
雀
院
）

の
両
歌
は
、

「
ほ
の
」

「
ほ
の
か
」
の
語
、
お
よ
び
結
句
が
共
通
し
て
お
り
、

一詠
み
ぷ
り
も
似
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
１０
の
顕
季
歌
と
、

八
月
ば
か
り
を
ん
な
の
も
と
に
す
す
き
の
ほ
に
さ
し
て
つ
か
は
じ
け

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭
主
輔
親

し
の
す
す
き
し
の
び
も
あ

へ
ぬ
心
に
て
け
ふ
は
ほ
に
い
づ
る
あ
き
と
し
ら

な
ん

（
後
拾
遺
集

・
巻
十

一
・
恋

一
・
六

一
九
）

に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た

「
後
拾
遺
集
一

の
贈
答
歌
は
、
い
ず
れ
も
は
じ
め
て
女
性
に
つ
か
わ
す
歌
で
あ

っ
た
が
、
仲
実

や
顕
季
は
、
そ
う
し
た
内
容
を

「
初
恋
」
題
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ

っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
初
恋
」
題
の
ひ
と
つ
の
と
ら
え
方
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、　
一
で
検
討
し
た
後
拾
遺
集
歌

「
な
き
な
た
つ
」
や

「
国
信
家
歌
合
」
の
４

・
５

●
６
の
歌
と
共
通
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
題
詠
す

る
際
に
褻

の
歌
に
お
け
る
類
型
に
倣
う
面
が
あ

っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

俊
頼
の

「
初
恋
」
題
歌
は
、

‐８
難
波
え
の
も
に
う
づ
も
る
る
た
ま
が
し
は
あ
ら
は
れ
て
だ
に
人
を
恋
ひ
ば

や

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
上
旬
に
序
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
忍

恋
の
内
容
と
近
い
点
、

「
国
信
家
歌
合
」
で
の
作

「
風
ふ
け
ば
」
の
歌
と
共
通

し
て
い
る
。
基
俊
の
堀
河
百
首
歌
も

「
国
信
家
歌
合
」
で
の
作
と
共
通
す
る
点

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
を
代
表
す
る
二
人
の
歌
人
に
つ
い
て
考
え
る
上

で
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
る
限
り
、
基
俊
よ
り
も
俊
頼
の
ほ
う
が

題

へ
の
関
心
が
深
か

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

「
堀
河
百
首
」
で
は

「
け
ふ
」
な
ど
の
語
を
用
い

て

「
初
恋
」
の
題
意
を
明
確
に
表
そ
う
と
し
た
歌
が
多
か

っ
た
。
そ
の
点
、
先

行
す
る

「
国
信
家
歌
合
』
よ
り
も
題
の
意
味
が
よ
く
追
究
さ
れ
、
歌
人
た
ち
が

題
意
に
敏
感
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
題
が
細
分
化
し
た
こ
と

が
ひ
と
つ
の
原
因
と
な

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
各
題
を
詠
み
分
け
る

こ
と
が
必
要
に
な

っ
た
こ
と
が
、
歌
の
表
現
や
内
容
を
規
定
す
る
と
い
う
側
面

を
も

つ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
堀
河
百
首
」
に
も
１５

。
‐６
の
よ
う
に
題
意
を

満
足
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
間
の
残
る
歌
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
贈
答
歌
の
表

現
や
内
容
に
近

い
も
の
が
あ
り
、
贈
答
歌
の
類
型
に
倣
う
面
が
あ

っ
た
。
題
詠

歌
と
し
て
の
独
自
性
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ

か
ら
、

「
国
信
家
歌
合
」

「
堀
河
百
首
」
を
通
し
て
、
俊
頼
が
忍
恋
に
近

い
内

容
を

「
初
恋
」
題
の
も
と
に
詠
ん
で
い
た
こ
と
も
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

三

治
承
二
年

（
一
一
七
八
）

「
右
大
臣
家
百
首
」
は
、
九
条
兼
実
主
催
の
歌
壇

行
事
で
あ

っ
た
。
俊
成
は
他
の
歌
人
た
ち
に
遅
れ
て
詠
進
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、

彼
が
は
じ
め
て
九
条
家
の
行
事
に
繋
が

っ
た
と
い
う
点
で
そ
の
ひ
と
つ
の
大
き

な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
催
し
に
参
加
し
た
歌
人
は
俊
成
を
合

め
て
十
九
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る

〈
注
Ｈ
）
。
本
百
首
は
二
十
題
、
各
題
五
首

か
ら
な
り
、
恋
題
は

「
初
恋
」

「
忍
恋
」

「
初
遇
恋
」

「
後
朝
恋
」

「
遇
不
逢
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恋
」
で
、

「
堀
河
百
首
」
の

「
初
恋
」

「
不
被
知
人
恋
」

「
不
過
恋
」

「
初
遇

恋
」

「
後
朝
恋
」

「
遇
不
逢
恋
」
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
歌
合
の

「
初
恋
」
題
歌
の
う
ち
、
特
に
俊
成
の
作
に
は
新
し

い
傾
向
が
み

ら
れ
る
。
ま
ず
、
そ
の
俊
成
の
作
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

１
じ
る
し
あ
れ
と
い
は
ひ
ぞ
そ
む
る
た
ま
ば
は
き
と
る
手
ば
か
り
の
ち
ぎ
り

な
り
と
も

こ
の
歌
は

「
万
葉
集
』
巻
二
十
の
、

初
春
の
初
子
の
け
ふ
の
玉
籍
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
く
玉
の
緒

（
三
八
五

一
一
）

を
本
歌
と
す
る
が
、
よ
り
正
確
に
は

『
俊
頼
髄
脳
」
に
載
せ
る
次
の
よ
う
な
伝

説
に
基
づ
い
た
も
の
と
み
た
ほ
う
が
よ
い

〈
注
１２
）
０

京
極
の
御
息
所

（時
平
女
）
が
志
賀
寺

へ
参

っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
老
法
師

が
そ
の
姿
を
見
た
。
翌
日
そ
の
老
法
師
は
御
息
所
を
訪
ね
て
行
き
、
御
息

所
の
顔
を

一
日
拝
見
し
た
い
と
言
う
。
御
息
所
が
策
を
上
げ
る
と
、
今
度

は
手
を
い
た
だ
き
た
い
と
言
う
。
手
を
さ
し
出
す
と
、
老
法
師
は
そ
れ
を

額
に
あ
て
て
、
こ
の

「
手
に
と
る
か
ら
に
」
の
歌
を
詠
ん
で
、
感
涙
に
む

せ
ん
だ
。
御
息
所
も
歌
を
返
し
た
。

俊
成
歌
の

「
た
ま
ば
は
き
」
は
序
詞
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
も

っ
て
い
て

「
と

る
手
」
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
が
、
志
賀
寺
上
人
の
伝
説
を
踏
ま
え

て
い
る
と
考
え
る
と
、
下
旬
の
意
味
は

「
た
と
え
志
賀
寺
上
人
の
よ
う
に
手
を

に
ぎ
る
だ
け
で
あ

っ
て
も
、
恋
す
る
人
と
契
り
を
結
び
た
い
も
の
だ
」
と
解
せ

る
。

「
俊
頼
髄
脳
」
所
引
の
志
賀
寺
上
人
の
伝
説
は

「
古
来
風
鉢
抄
」
に
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
俊
成
が
充
分
親
し
ん
で
い
た
も
の
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る

（注
１３
）
０
ち
な
み
に
、　
ニ
ハ
百
番
歌
合
」
で
は
、

玉
ば
は
き
手
に
取
る
程
も
思
ひ
き
や
か
り
に
も
恋
を
し
が
の
山
人

（老
恋

四
番
右

・
負

・
家
隆
）

と
い
う
歌
が
詠
ま
れ
、
こ
の
歌
に
対
し
、

「
左
申
云
、
右
歌
、
恋
僧
事
に
い
て

く

べ
く
や
」
と
い
う
論
難
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
志
賀
寺
上
人
の
伝
説
を

踏
ま
え
て
の
詠
歌

・
論
難
で
あ

っ
た
。
歌
人
た
ち
に
と

っ
て
こ
の
伝
説
が
常
識

的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
て
、
俊
成
歌
で
は

「
た
ま
ば
は
き
」
が
序
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

「
た
ま
ば
は
き
」
は
正
月
子
の
日
に
蚕
室
を
掃
く
の
に
使
わ
れ
た
ほ
う
き
と
さ

れ
、
和
歌
に
お
い
て
も
、

玉
ば
は
き
春
の
は
つ
ね
に
手
折
り
も
て
玉
の
を
長
く
さ
か
ゆ
べ
ら
な
り

〈
堀
河
百
首

。
子
日

・
二
三

・
仲
実
）

あ
た
ら
し
き
春
の
初
子
に
成
り
に
け
り
し
づ
の
ま
ろ
や
に
玉
ば
は
き
取
る

（久
安
百
首

・
春

・
五
〇
三

・
隆
季
）

（
注
１４
）

と
い
う
よ
う
に
、
初
春
、
初
子
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
俊
成
自
身
も
、

た
ま
ば
は
き
は
つ
ね
の
松
に
と
り
そ

へ
て
君
を
ぞ
い
は
ふ
し
づ
の
こ
や
ま

で

（
正
治
初
度
百
首

・
春

・
一
一
〇
七
）

と
詠
ん
で
い
る
。

「
た
ま
ば
は
き
」
は
初
春
、
初
子
を
た
だ
ち
に
想
起
さ
せ
る

言
葉
で
あ

っ
た
。

「
初
恋
」
題
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
イ
メ
ー
ジ

を
も

っ
た
言
葉
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
堀
河
百
首
」

「
初
恋
」
の
、

お
も
ひ
あ
ま
り
け
ふ
い
ひ
出
す
池
水
の
ふ
か
き
心
を
人
は
し
ら
な
ん

（顕

季
）

は
、

「
池
水
」
が
序
詞
と
な

っ
て
い
る
点
、
形
の
上
で
１
の
俊
成
歌
と
共
通
し

て
い
る
。
顕
季
歌
の

「
い
ひ
」
は
、　
コ
言
ひ
」
と

「
械

」

（池
な
ど
の
水
を
流

す
地
中
に
埋
め
た
板
の
箱
）
を
掛
け
て
お
り
、

「
池
水
」
の
縁
語
と
な

っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ひ

・
池
水

。
深
し
と
つ
な

い
て
い
る
点
は
表
現
技
巧
の
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上

で
す

ぐ

れ

て

い
る

と

い
え

る

が

、
序

詞

「
池

水

」

と

「
初

恋

」

題

と

の
関

係

は

希

薄

で
あ

る

。

こ

の
顕

季

歌

と

比

較

し

た

場

合

、

「
た

ま

ば

は
き

」
を

用

い

た

俊

成

歌

は

、

題

詠

歌

と

し

て

よ

り
進

歩

し

た

も

の

に
な

っ
て

い
る

と

言

え

る

で
あ

ろ
う

。

新

古

今

時

代

に
な

る

と

、

心

象

を

景

物

等

に

よ

っ
て
象

徴

的

に
表

現

す

る

歌

が

多

く

な

る

が

、

こ

の
俊

成

歌

に

は

そ
う

し

た
傾

向

が

み

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

１

の
歌

以

外

の
俊

成

の
作

は

、

２

な

に

せ

む

に

ふ

み

そ

め

つ
ら

む

み

山

地

の
く

る
し

か

る

べ
き

い

は

の

け

し

き

を

３

こ

ひ
草

に
し

を

れ

そ
め

ぬ

る

た

も

と

哉

つ
ゆ
し

も

お

か

む

ほ
ど

ぞ

し

ら

る

る
４
と
も
し
す
る
葉
山
が
す
そ
の
し
た
つ
ゆ
や
い
る
よ
り
そ
で
は
か
く
し
を
る

ら
む

５
し
る
や
い
か
に
君
を
み
た
け
の
は
つ
い
も
ゐ
心
の
し
め
も
け
ふ
か
け
つ
と

は

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
５
の

「
は
つ
い
も
ゐ
」
の
語
は
、
１
の

「
た
ま
ば
は

き
」
と
共
通
す
る
性
格
を
も

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
５
は
見
初
め
た
女
性
に
贈
る
歌
と
し
て
も
通
用
す
る
が
、
２

・
３

・
４
の

歌
は
そ
う

い
う
性
格
を
有
し
て
い
な

い
。
も

っ
ば
ら
恋
が
芽
生
え
た
自
分
の
心

に
目
を
向
け
て
、
そ
の
状
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
２
は

「
ふ
み
」
に

「

踏
み
」
と

「
文
」
を
掛
け
て
お
り
、　
一
応
恋
の
相
手
と
の
関
係
が
問
題
に
な

っ

て
い
る
も
の
の
、
相
手
に
訴
え
か
け
る
の
で
は
な
く
、
恋
の
苦
し
み
を
知

っ
た

自
ら
の
心
を
、
後
悔
の
念
を
合
み
な
が
ら
見
つ
め
直
す
と
い
う
内
容
と
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
俊
成
歌
は
日
常
詠
の
作
風
か
ら
脱
け
出
し
、
恋
を
抱
き
は
じ

め
た
心
を
内
省
的
に
と
ら
え
て
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
詩
と
し
て
の
進

歩
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

俊
成
以
外
の
歌
人
の
作
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
俊
恵

の
作
は

「
林
葉
集
」
に
よ

っ
て
五
首
す

べ
て
が
知
ら
れ
る
。

６
ま
だ
し
ら
ぬ
恋
路
に
ふ
か
く
入
り
し
よ
り
露
分
け
衣
濡
れ
ぬ
日
は
な
し

７
な
に
と
な
く
詠
め
に
ぬ
る
る
袂
哉
恋
て
ふ
物
は
こ
れ
か
あ
ら
ぬ
か

８
人
心
と
け
よ
と
い
は
ふ
玉
づ
さ
を
結
び
は
そ
め
し
い
み
も
こ
そ
す
れ

９
恋
は
さ
は
み
し
面
影
の
身
に
そ
ひ
て
た
も
と
を
満
ら
す
な
に
こ
そ
有
け
れ

１０
け
ふ
こ
そ
は
ふ
み
そ
め

つ
る
を
く
れ
な
ゐ
の
い
つ
あ
が
り
け
る
恋
の
千
し

ほ
ぞ

７
は
現
在
言
う

い
わ
ゆ
る
初
恋

（
ハ
ツ
コ
イ
）
の
歌
で
あ
る
。
今
ま
で
恋
と

い
う
も
の
を
知
ら
な
か

っ
た
の
で

「
恋
と
い
う
も
の
は
こ
れ
だ
ろ
か
、
ち
が
う

だ
ろ
う
か
」
と
疑

い
な
が
ら
も
、
恋
心
の
萌
芽
に
伴
う
心
の
変
化
を
自
覚
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
初
恋
の
歌
は
、
他
の
歌
人
の
作
に
も
み

ら
れ
る
。

Ｈ
さ
も
こ
そ
は
ま
だ
見
ぬ
恋
の
道
な
ら
め
思
ひ
た
つ
よ
り
ま
よ
ひ
ぬ
る
か
な

（
隆
信
）

‐２
い
と
せ
め
て
ひ
と
を
ゆ
か
し
く
お
も
ふ
か
な

こ
れ
を

こ
ひ
と
は
い
ふ
に
や

あ
る
ら
む

（
資
隆
）

‐３
く
る
し
さ
は
お
も
ひ
よ
る
よ
り
か
か
る
か
と
こ
ひ
に
な
れ
た
る
ひ
と
に
と

は
ば
や

（仲
綱
）

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
初
恋
の
歌
は

，
堀
河
百
首
」
の
こ
ろ
に
は
確
か
な
作

例
が
な
か

っ
た
。

「
初
恋
」
題
の
意
味
と
し
て
新
し

い
も
の
が
付
け
加
わ

っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

８

・
１０
は
、
恋
の
相
手
に
文
を
つ
か
わ
す
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
初
め
て
恋
文
を
お
く
る
こ
と
に
関
す
る
歌
も
、
他
に
み
ら
れ
る
。
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‐４
お
も
ひ
河
い
は
ま
に
よ
ど
む
み
づ
ぐ
き
を
か
き
な
が
す
に
も
袖
は
ぬ
れ
け

り

〈
皇
嘉
門
院
別
当
）

ま
た
、
次
の
よ
う
な
歌
は
は
じ
め
て
恋
心
を
相
手
に
告
げ
知
ら
せ
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

‐５
君
に
か
く
み
だ
れ
そ
め
ぬ
と
し
ら
せ
ば
や
心
の
中
に
し
の
ぷ
も
ぢ
ず
り

（兼
実
）

‐６
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
り
そ
の
う
ら
に
よ
る
な
み
の
お
も
ひ
か
け
つ
と
い
も
し
る

ら
め
や

（
仲
綱
）

‐７
ゆ
め
の
う
ち
に
た
れ
と
も
し
ら
ぬ
人
み
え
ば
こ
の
た
ま
づ
さ
に
お
も
ひ
あ

は
せ
よ

（資
忠
）

‐８
か
く
な
む
と
い
は
せ
の
も
り
の
こ
の
ま
よ
り
も
ら
し
そ
め

つ
る
こ
と
の
は

ぞ
そ
は

（良
清
）

こ
れ
ら
、
恋
の
相
手
と
の
関
係
に
主
眼
を
置
く
歌
は

「
堀
河
百
首
」
の
こ
ろ
に

も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
踏
襲
し
た
作
と
い
え
る
。

「
堀
河
百
首
」
で
は

「
け
ふ
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
て

「
初
恋
」
の
題
意
を

明
確
化
し
て
い
る
歌
が
あ

っ
た
が
、
１０
の
俊
意
歌
も

「
け
ふ
」

「
ふ
み
そ
め

つ

る
」
と
い

っ
た
語
に
よ

っ
て

「
初
」
の
意
味
を
は

っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
。
そ

の
他
次
の
よ
う
に

「
け
ふ
」
用
い
た
歌
が
み
ら
れ
る
。

‐９
く
れ
な
ゐ
の
な
み
だ
を
そ
で
に
せ
き
か
ね
て
け
ふ
ぞ
お
も
ひ
の
い
ろ
に
い

で
ぬ
る

（兼
実
）

２０
け
ふ
こ
そ
は
き
み
を
み
あ
れ
の
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
お
も
ひ
か
け
つ
と
し
ら
れ
そ

め
ぬ
る

（
経
家
）

２‐
な
き
か
ず
に
お
も
ひ
な
し

つ
つ
す
ぐ
る
身
の
こ
ひ
ゆ

へ
け
ふ
ぞ
ひ
と
に
し

ら
る
る

（資
忠
）

２２
ひ
と
り
ね
の
と
こ
の
山
な
る
い
さ
や
河
い
さ
や
こ
ひ
ぢ
も
け
ふ
よ
り
ぞ
し

る

（
隆
信
）

２３
い
か
に
せ
ん
け
ふ
よ
り
す
だ

つ
は
し
た
か
の
な
ら
は
ぬ
こ
ひ
に
か
か
る
こ

こ
ろ
を

（良
清
）

（
そ
の
他
５
俊
成
）

ま
た
、

２４
そ
で
の
う

へ
の
な
み
だ
ぞ
い
ま
は
つ
ら
か
ら
ぬ
ひ
と
に
し
ら
る
る
は
じ
め

と
お
も

へ
ば

（宜
秋
門
院
丹
後
）

２５
こ
ひ
く
さ
の
た
ね
を
ば

い
ま
ぞ
う
ゑ
そ
む
る
し
げ
ら
ぬ
さ
き
に
あ
ふ
よ
し

も
が
な

（
資
隆
）

２６
こ
れ
や
こ
の
つ
も
れ
ば
う
み
と
な
る
と
い
ふ
な
み
だ
の
ひ
と

つ
お
ち
は
じ

め
ぬ
る

（仲
綱
）

と
い
っ
た
歌
で
は
、
２４

「
は
じ
め
」
、
２５

「
い
ま
ぞ
う
ゑ
そ
む
る
」

（
『
禅
林

療
葉
集
」
で
は
第
二
句

「
た
ね
を
ば
け
ふ
ぞ
」
）
、
２６

「
お
ち
は
じ
め
ぬ
る
」

に
、

「
初
恋
」
の

「
初
」
を
明
確
な
形
で
詠
み
こ
ん
で
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
百
首
に
は

「
堀
河
百
首
」
の

「
初
恋
」
題
歌
の
延
長
線

上
に
あ
る
作
が
多
か

っ
た
。

「
け
ふ
」
な
ど
の
語
に
よ

っ
て

「
初
」
の
意
味
を

表
し
て
い
る
の
は
、
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
堀
河
百
首
歌
の
影
響
を
受

け
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
う
し
た
歌
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
現
代
的
意
味
で
の

初
恋
の
歌
が
登
場
し
て
く
る
の
は
、

「
初
恋
」
題
の
新
し
い
と
ら
え
方
が
な
さ

れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
堀
河
百
首
」
の
こ
ろ
み
ら
れ
た
よ
う
な
題
意

を
満
た
し
て
い
な
い
歌
は
、
本
百
首
の
こ
ろ
に
は
な
く
な

っ
て
い
た
。
題
意
を

も
れ
な
く
詠
み
い
れ
る
態
度
が
徹
底
し
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
、
表
現
の
上
で
も
内
容
の
上
で
も
新
し

い
傾
向
を
示
し
て
い
た
の
が
、
俊

成
の
作
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
俊
成
歌
に
お
い
て
、
恋
心
の
萌
芽
を

自
覚
し
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
る
懲
度
が
基
本
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
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日

し

て

お

き

た

い
。

な

お

、

「
右

大

臣

家

百

首

」
を

や

や

さ

か

の

ぼ

る
年

代

、

「
崇

徳

院

内

裏

十

五

首

歌

会

」

（
注

１５

）

や

「
二
条

院

内

裏

百

首

」

〈
注

１６

）

に
も

「
初

恋

」

題

が

あ

っ
た

。

ま

た

、
　

コ
ニ
丼

寺

山

家

歌

合

」

（
注

１７

）

で
も

「
初

恋

」

が

題

と

な

っ
て

い
た

。

こ
れ

ら

の
機

会

の
作

に

つ

い

て

は

、

「
右

大

臣

家

百

首

」

に
お

け

る

俊

成

以

外

の
歌

人

と

ほ

ぼ

同

様

の
性

格

を

も

つ

こ
と

を

指

摘

し

て
お

き

、

具

体

的

な

検

討

は
省

略

す

る

。

四

「
六
百
番
歌
合
」
は
詠
歌

・
判
詞
と
も
に
高
い
文
書
性
を
有
し
て
お
り
、
歌

合
史
上
最
も
注
目
す

べ
き
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
歌
合
は
十
二
人
の
歌
人

の
組
題
百
首
を
六
百
番
に
合
わ
せ
て
成

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
百
首
の
後

半
五
十
首
が
恋
題
ば
か
り
で
あ
る
点
、
特
徴
的
で
あ
る
。
恋
題
が
こ
れ
だ
け
細

分
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
題
詠
史
上
画
期
的
な
事
柄
と
し
て
特
筆

さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
初
恋
」
題
は
そ
の
五
十
の
恋
題
の
最
初
に
位
置
し

て
い
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
歌
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

１
し
ら
ざ
り
し
我
恋
草
や
し
げ
る
ら
ん
き
の
ふ
は
か
か
る
袖
の
つ
ゆ
か
は

（
一
番
左

・
持

・
良
経
）

（注
１８
）

２
け
さ
ま
で
も
か
か
る
お
も
ひ
は
な
き
も
の
を
あ
は
れ
あ
や
し
き
袖
の
う

へ

か
な

（
一
番
右

。
持

・
慈
円
）

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
自
分
の
中
に
恋
心
が
芽
生
え
た
こ
と
を
自
覚
し
た
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
本
歌
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
よ
う
に
、
自
分
の

心
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
相
手
と
の
関
係
に
中

心
を
お
い
た
、
贈
答
歌
に
近

い
内
容
の
も
の
は
、
少
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
。

１
の
歌
で
は

「
き
の
ふ
」
と
今
日
の
違

い
を
問
題
に
し
、
２
の
歌
で
は

「
け

さ
」
と
現
時
点
の
違

い
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
さ
に
今
、
恋
心
が

芽
生
え
た
の
を
知

っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
お
り
、

「
初
恋
」
の
意
味
を
明

確
に
表
現
し
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
堀
河
百
首
』
か
ら

「
け
ふ
」
な
ど
の

語
を
用
い
て
題
意
を
明
確
に
し
て
い
る
歌
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
延
長
線

上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
１

・
２
の
歌
は
題
意
を
は

っ
き

り
と
表
し
て
お
り
、
恋
心
の
萌
芽
を
自
覚
的
に
詠
ん
で
い
る
点
、
評
価
に
値
す

る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、
あ
ま
り
に
は

っ
き
り
と
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い

る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、
次
の
定
家
歌
は
題
詠
歌
と
し
て
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
な

っ
て

い
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

３
な
び
か
し
な
あ
ま
の
も
し
ほ
火
た
き
そ
め
て
け
ぷ
り
は
空
に
く
ゆ
り
わ
ぶ

と
も

（
四
番
左

・
勝
）

１

●
２
と
同
じ
く
、
思
い
初
め
た
恋
心
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

鬱
々
と
し
た
思
い
を
藻
塩
火
の
ふ
す
ぷ
る
煙
の
状
態
に
よ

っ
て
表
し
て
お
り
、

一
首
全
体
が
暗
喩
と
な

っ
て
い
る
点
、
１

・
２
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
心
象
風

景
を
事
物
に
よ

っ
て
象
徴
化
し
て
表
現
し
た
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
じ
る

し
あ
れ
と
」
を
は
じ
め
と
す
る

「
右
大
臣
家
百
首
」
の
俊
成
歌
の
方
向
を
さ
ら

に
推
し
進
め
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
六
番
の
両
歌
、

４
恋
ひ
そ
む
る
こ
こ
ろ
の
そ
こ
を
尋
ぬ
れ
ば
ひ
と
や
り
な
ら
ぬ
お
も
ひ
な
り

け
り

（
左
持

・
兼
宗
）

５
見
そ
め

つ
る
人
の
こ
こ
ろ
や
お
も
ひ
立

つ
こ
ひ
ぢ
の
す
ゑ
の
を
は
り
成
ら

ん

（右
持

・
家
房
）

に
対
し
て
、

「
左
右
共
に
、
五
文
字
に
題
を
あ
ら
は
す
、
無
念
之
由
申
之
」
と
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い
う
論
難
が
行
わ
れ
て
い
る
。
歌
人
た
ち
が
題
に
対
し
て
深

い
関
心
と
鋭
い
感

覚
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
て
き
る

〈
注
１９
）
０

本
歌
合
で
は
、
日
常
詠
の
作
風
か
ら
離
れ
て
題
詠
歌
独
自
の
内
容
を
も

っ
た

歌
の
詠
出
が
定
着
し
て
い
た
。
前
節
ま
で
に
み
た
歌
に
は
恋
の
相
手
と
の
関
係

を
中
心
に
す
え
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
本
歌
合
に
お
い
て

は
自
分
自
身
の
恋
心
を
内
省
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
歌
が
ほ
と
ん

ど
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
ら
の
恋
心
を
象
徴
化
の
手
法
を
も

っ
て
表
現
し
た
の
が
、
３
の
定
家
歌
て
あ

っ
た
。

建
仁
元
年

（
一
二
０

一
）
八
月
二
日
の

「
影
供
歌
合
」
に
も

「
初
恋
」
題
が

設
け
ら
れ
て
い
た
。

６
我
恋
は
け
ふ
初
時
雨
も
る
や
ま
に
か
は
る
下
葉
の
秋
の
ひ
と
し
ほ

（
一
番

右

・
持

・
定
家
）

（注
２０
）

７
け
ふ
よ
り
や
人
に
心
を
お
き

つ
浪
か
け
て
も
し
ら
ぬ
袖
の
浦
風

（
二
番
右

持

・
雅
経
）

８
き
の
ふ
迄
か
く
や
は
袖
の
し
ほ
れ
に
し
あ
や
し
や
露
の
と
こ
ろ
せ
き
ま
で

〈
十
二
番
右

・
負

・
良
平
）

９
見
そ
め

つ
る
け
さ
よ
り
し
げ
る
恋
草
に
い
つ
し
か
深
き
袖
の
自
露

（十
七

番
右

・
勝

。
宗
安
）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
６

・
７

「
け
ふ
」
、
９

「
見
そ
め

つ
る
け
さ
」
、
８

「
き

の
ふ
」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
て
題
意
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
歌
合

の

「
初
恋
」
題
歌
三
十
六
首
中
十

一
首
が
こ
う
し
た
歌
で
あ

っ
た
。

「
初
恋
」

題
歌
を
詠
む
に
あ
た

っ
て
、

「
け
ふ
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
題
意
を
表
す
こ
と

が
、
常
套
的
な
方
法
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
８

・
９
は
、
自
分
に
恋
心
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
を
今
悟

っ
た
と
い

う
、
自
覚
的

・
内
省
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
歌
合
に
は
こ
の
よ
う

な
歌
が
多
く
み
ら
れ
、

「
初
恋
」
題
の
と
ら
え
方
と
し
て
中
心
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

１０
習
は
ね
ば
ま
だ
し
ら
ね
共

こ
れ
や
さ
は
怪
し
か
る
べ
き
詠
め
成
ら
ん

（
三

番
左

・
持

・
通
親
）

ｎ
物
お
も

へ
ば
涙
の
色
は
か
は
る
か
と
恋
に
な
れ
た
る
人
に
と
は
ば
や

（
八

番
左

・
負

・
小
侍
従
）

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
現
代
的
意
味
で
の
初
恋
の
歌
も
優
勢
で
あ
る
。
な
お
、

Ｈ
の
歌
は

、
右
大
臣
家
百
首
」
の
、

く
る
し
さ
は
お
も
ひ
よ
る
よ
り
か
か
る
か
と
こ
ひ
に
な
れ
た
る
ひ
と
に
と

は
ば
や

（仲
綱
）

と
下
旬
が

一
致
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
偶
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
類
型
的
な
発
想
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
現
代
的
意
味
で

の
初
恋
の
歌
も
、
そ
う
し
た
類
型
を
生
ず
る
ほ
ど
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

一
方
、

‐２
お
も
ひ
あ
ま
り
け
ふ
ふ
み
そ
む
る
丸
木
橋
わ
た
る
計
の
契
り
と
も
哉

〈十

五
番
右

・
持

・
景
頼
）

と
い
う
よ
う
に
、
恋
の
相
手
に
自
分
の
気
持
を
初
め
て
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
を

「
初
」
の
意
味
に
あ
て
て
い
る
歌
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

い
う

歌
は
数
の
上
で
は
少
な
く
な

っ
て
い
る
。
贈
答
歌
に
近
い
も
の
も
少
な
く
な

っ

て
お
り
、

‐３
い
つ
し
か
と
ふ
か
き
た
め
し
は
紅
の
初
花
ぞ
め
の

一
し
ほ
を
み
よ

（
四
番

右

・
負

・
有
家
）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

こ
の

「
影
供
歌
合
」
の

「
初
恋
」
題
歌
も
、
恋
心
の
萌
芽
を
自
覚
的
に
と
ら
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え
る
歌
が
中
心
と
な

っ
て
い
て
、
日
常

詠̈
の
内
容
か
ら
離
れ
て
い
る
点
、　
ニ
ハ

百
番
歌
合
」
と
共
通
す
る
傾
向
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
時
の

「
初
恋
」

題
の
と
ら
え
方
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
先
に
二
で
言
及
し
た
よ

う
に

「
堀
河
百
首
」
な
ど
の
俊
頼
歌
は

「
忍
恋
」
に
近
い
内
容
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
時
代
に
な
る
と

「
初
恋
」
と

「
忍
恋
」
の
内
容
が
か
な
り
明
確
に
区
別
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
意
の
と
ら
え
方
が
分
化
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

最
後
に

「
影
供
歌
合
」
の
慈
円
歌
、

‐４
行
末
を
お
も
ふ
も
か
な
し
や
が
て
さ
は
涙
に
く
も
る
秋
の
み
か
づ
き

（
四

番
左

・
勝
）

に
関
連
し
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
結
句

「
秋
の
み
か
づ
き
」
は
、
こ
の

歌
合
の
行
わ
れ
た
八
月
二
日
と
い
う

「
時
」
を
意
識
し
て
詠
み
こ
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
歌
合
の
行
わ
れ
た

「
時
」
に
即
応
し
た
表
現
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
点
歌
合
歌
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
今
自
分
の
見
て
い
る

「
秋
の
み
か
づ
き
」
が
、
思

い
初
め
た

自
分
の
恋
心
の
象
徴
と
な

っ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
歌
は
、
次
の
同
じ
作
者
の
歌
と
の
関
係
か
ら
注
目
さ
れ
る
。

‐５
我
恋
は
ほ
の
め
き
そ
む
る
ゆ
ふ
月
よ
く
も
ら
で
み
ば
や
有
明
の
空

（拾
玉

集

・
四

一
七
九
）

（
注
２‐
）

‐６
あ
る
か
な
き
か
心
の
末
ぞ
哀
れ
な
る
ふ
つ
か
の
月
に
雲
の
か
か
れ
る

（
同

右

・
解

一
六
七
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
初
恋
」
題
の
歌
で
あ
り
、
夕
月
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
こ

と
が
共
通
し
て
い
る
。

‐５
は
恋
の
思
い
を
抱
き
は
じ
め
た
現
在
の
心
の
状
態
を
上
旬
で
表
現
し
、
下

旬
で
は
恋
が
進
行
し
て
い
っ
た
先
の
こ
と
を
思
い
や

っ
て
い
る
。

「
有
明
の
空
」

に
か
か
る
月
は
、
夕
月
か
ら
満
月
を
経
て
再
び
欠
け
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、

夕
月
と
並

べ
た
場
合
、
時
の
経
過
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

や
ま
の
は
に
あ
か
ず

い
り
ぬ
る
ゆ
ふ
づ
く
よ
い
つ
あ
り
あ
け
に
な
ら
ん
と

す
ら
ん

（
二
度
本
金
葉
集

・
巻
三

・
秋

・
一
七
四

・
公
資
）

み
か
月
の
ま
た
あ
り
あ
け
に
な
り
ぬ
る
や
う
き
よ
に
め
ぐ
る
た
め
し
な
る

ら
ん

（
詞
花
集

・
巻
十

・
雑
下

・
二
五

一
・
教
長
）

と
い
っ
た
歌
が
参
考
に
な
る
。
１５
の
歌
で
は
夕
月
が
恋
心
を
抱
き
は
じ
め
た
状

態
、

「
有
明
」
が
恋
の
相
手
と
の
関
係
が
発
展
し
て
い
っ
た
結
果
に
対
応
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
有
明
」
に
は
後
朝
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
く
も
ら
で
見
ば
や
」
と
い
う
の
は
、

「
涙
を
伴
わ
ず
に
、
晴
々

と
し
た
気
持
で
見
た
い
も
の
だ
な
あ
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
恋
の
幸
福
な
成

就
を
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

‐６
の
歌
の

「
雲
の
か
か
れ
る
」
は

「
あ
る
か
な
き
か
」
と
い
う
月
の
状
態
を

表
現
す
る
と
と
も
に
、
恋
の
行
方
を
思
い
や
る
こ
と
か
ら
く
る
不
安
を
暗
示
し

て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
下
旬
は
心
象
風
景
の
象
徴
的
表
現
と
な

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
１４

・
‐５

・
‐６
の
三
首
の
慈
円
歌
は
、
夕
月
に
よ

っ
て
、
萌
芽

し
た
恋
心
の
状
態
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
夕
月
は
、
和
歌
に

お
い
て
、

か
ぜ
ふ
け
ば
え
だ
や
す
か
ら
ぬ
こ
の
ま
よ
り
ほ
の
め
く
秋
の
ゆ
ふ
づ
く
よ

か
な

（
二
度
本
金
葉
集

。
巻
三

・
秋

。
一
七
五

・
忠
隆
）

秋
の
よ
の
心
を

つ
く
す
は
じ
め
と
て
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
夕
づ
く
よ
か
な

（千
載
集

・
巻
四

・
秋
上

。
二
七
四

・
実
家
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
ほ
の
か
な
も
の
、
初
期
状
態
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

た
。
初
期
の
恋
の
心
の
状
態
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
材
料
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で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
１５
の
歌
で
は
、

「
有
明
」
と
の
対
照
に
よ
り
、
特
に
初

期
状
態
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
月
の
満
ち
欠

け
と
恋
の
進
行
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
形
を
も

つ
事
物
と
形
を
も
た
な

い
人
間
の
心
と
を
重
ね
合
わ

せ
る
と
ら
え
方
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
慈
円
歌
に
は
、
人
間
の

心
を
自
覚
的

・
分
析
的
に
見

つ
め
て
い
っ
た
結
果
得
ら
れ
た
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

以
上
、

「
後
拾
遺
集
」
か
ら

「
新
古
今
集
」
成
立

こ
ろ
ま
で
の

「
初
恋
」
題

の
歌
を
ほ
ぼ
時
代
を
追

っ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
題
詠
歌
の
独
自
性

が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
、
そ
の

一
面
な
り
と
も
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

堀
河
朝
歌
壇
の
こ
ろ
の

「
初
恋
」
題
歌
で
は
恋
の
相
手
と
の
関
係
に
関
心
が

は
ら
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
贈
答
歌
に
倣

っ
た
面
が
あ

っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
そ

う
し
た
歌
は
減

っ
て
い
き
、
か
わ

っ
て
、
自
分
の
恋
心
を
自
覚
的
に
見
つ
め
る

も
の
が
中
心
と
な

っ
て
い
っ
た
。

「
初
恋
」
の
題
意
の
と
ら
え
方
が
変
化
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
常
詠
と
あ
ま
り
違

い
の
な
い
も
の
か
ら
題
詠
歌
独
自

の
も
の

へ
と
い
う
方
向
を
た
ど

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
表
現
の
上

で
は
、
初
期
の
恋
心
を
事
物
に
よ

っ
て
象
徴
化
し
て
描
き
出
す
も
の
が
、
新
古

今
時
代
に
は
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。

思
う
に
、

「
初
恋
」
と
い
う
題
の
設
定
そ
の
も
の
が
、
日
常
詠
と
は

一
線
を

画
す
る
題
詠
歌
独
自
の
世
界
を
創
出
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
面
が
あ

っ
た
の
で

は
な

い
か
。

「
初
恋
」
と
い
う
題
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
は

と
り
た
て
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
、
恋
心
を
抱
き
は
じ
め
る
と
い
う

人
間
の
心
の
変
化
に
、
歌
人
た
ち
が
目
を
向
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
題
の
設
定
に
よ

っ
て
、
日
に
は
見
え
な
い
、
人
間
の
心
の
変
化
が
自
党

さ
れ
、
表
現
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

象
徴
的
と
は
新
古
今
歌
風
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
何
も

「
初
恋
」
題
歌
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
、
歌
人
た
ち
が

恋
心
の
萌
芽
に
目
を
向
け
た
時
、
そ
れ
を
い
か
な
る
方
法
で
表
現
す
る
か
―
―

そ
の
問
題
に
立
ち
向
か

っ
た
と
き
に
、
象
徴
化
の
方
法
が
要
請
さ
れ
た
、
そ
の

よ
う
な

一
面
が
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

題
の
設
定
が
歌
の
内
容
や
表
現
の
上
に
新
し
い
も
の
を
要
求
し
、
ま
た
、
そ

う
し
た
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
題
意
が
深
め
ら
れ
て
い
く
―
―

そ
の
よ

う
な
相
互
作
用
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
も

っ
ば
ら

「
初
恋
」
題
の
歌
を
と
り
あ
げ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
恋
題

全
体

へ
の
見
通
し
も
も
た
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
季
の
題
詠
歌
と
の
関

係
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
は
じ
め
に
示
し
た
、
題
詠
の
深

化
と
発
展
の
具
体
相
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
は
、
あ
る
程
度
達

成
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

「
初
恋
」
と
同
檬
の
性
格
を
も

つ
題
に

「
忍
恋
」
が

あ
り
、

「
初
恋
」
題
と
の
関
係
も
深

い
の
で
、

「
忍
恋
」
題
に
つ
い
て
は
諄
細

に
検
討
を
加
え
る
必
要
を
感
じ
る
が
、
別
の
機
会
を
期
し
た
い
。

注

（
１
）
橋
本
不
美
男

「
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
」

（
武
蔵
野
書
院
　
昭
和
四
十

一
年
二
月
）
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（
２
）
井
上
宗
雄

『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
」

（笠
間
書
房
　
昭
和
五
十
三

年
十
月
）

〈
３
）
橋
本
不
美
男

「
王
朝
歌
壇
史
の
研
究
」

（
笠
間
書
房
　
昭
和
四
十
七
年

一
月
）

「
第
四
章

・
第
四
節
　
歌
題
の
生
成
と
展
開
」
に
、
恋
題
の
展
開

が
薇
観
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
勅
撰
集
の
本
文

・
歌
番
号
は

，
新
編
国
歌
大
観
」
第

一
巻

（角
川
書
店

昭
和
五
十
八
年
二
月
）
に
拠
る
。
以
下
、
歌
集
な
ど
か
ら
の
引
用
に
際

し
て
、
清
濁

・
仮
名
遣

い

。
句
読
点
等
の
表
記
に
関
し
て
、
若
干
私
意
を

加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
５
）

「
国
信
家
歌
合
」
の
本
文
は
、
萩
谷
朴
校
注
の
日
本
古
典
文
学
大
系
７４

「
歌
合
集
」

（
岩
波
書
店
　
昭
和
四
十
年
二
月
）
に
拠
る
。

（
６
）
こ
の
歌
合
は
、
証
本
の

一
つ
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
本

〈
注
５
書
の
底

本
）
の

一
番
判
詞
冒
頭
部
分
に

「
左
右
歌
伴
読
合
了
。
亭
主
命
、
縦
雖
元

判
、
唯
以
衆
議
可
被
董
定
者
、
乃
互
忘
左
右
之
義
、
各
達
所
看
而
己
」
と

あ
り
、
衆
議
判
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
橋
本
氏

は
注
１
書

「
第
二
章

・
Ⅲ
　
国
信
卿
家
歌
合
の
意
義
」
の
中
で

「
俊
頼
が

事
実
上
判
者
の
位
置
に
あ

っ
た

（
一
七
六
頁
）
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
萩
谷
朴
氏
は
、
む
し
ろ
基
俊
に
判
の
主
導
権
が
あ

っ
た
、
と
さ
れ

る

（
「
平
安
朝
歌
合
大
成
」
六
）
。
主
判
が
誰
で
あ

っ
た
か
と
い
う
問
題

は
さ
て
お
き
、
判
詞
中
の
発
言
者
に
関
し
て
は
、
萩
谷
氏
の
見
解

（注
５

書
）
に
し
ば
ら
く
従

っ
て
お
く
。

（
７
）
本
歌
合
の
判
詞
に
は
、
他
に
も
少
な
か
ら
ず
題
に
関
す
る
発
言
が
み
ら

れ
る
。
以
下
、
気
付

い
た
も
の
を
指
摘
し
て
お
く
。

五
番
―
右
の
う
た
は
、
た
だ
よ
の
み
し
か
き

こ
と
を
な
げ
か
れ
て
、
後

朝
の
心
は
す
く
な
け
れ
ど

八
番
―

左
の
歌
、
後
朝
の
心
に
は
は
べ
ら
で
、
く
れ
を
ま

つ
心
に
こ
そ

右
歌
、
後
朝
の
歌
に
て
は
忘
水
ぞ
あ
や
し
う
き

こ
ゆ
れ
ど
も

九
番
―

右
歌
に
、

「
あ
は
ず
は
潤
か
か
ら
ま
し
や
は
」
と
は
い
か
に
。

「
あ
ひ
て
あ
は
ぬ
恋
」
は
、
あ
は
ぬ
に
は
ま
さ
る
と
い
ふ
こ
と
の
は

べ
る
か
。

十
番
―

左
の
歌
、
ふ
か
き
と
が
に
は
べ
ら
ね
ど
も
、
あ
ひ
て
あ
は
ず
と

い
ふ
心
や
す
く
な
く
は
べ
る
ら
む
。

右
歌
に
こ
そ
題
の
こ
こ
ろ
う
か
れ
た
る
や
う
に
み
た
ま
ふ
れ
。

十

一
番
―

右
歌
は
恋
の
心
ぞ
す
く
な
け
れ
ど
も

（
８
）
橋
本
不
美
男

・
滝
澤
貞
夫

『
校
本
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
と
そ
の
研
究

―

本
文

・
研
究
篇
―

」

（笠
間
書
院
　
昭
和
五
十

一
年
二
月
）
で
指
摘
さ

れ
て
い
る

（
三
四
五
頁
）
。

（
９
）
本
百
首
の

「
初
恋
」
題
の
歌
に
つ
い
て
は
、
注
８
書
の
研
究
篇
に
も
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
三
七
六
～
三
七
七
頁
）
。
本
稿
は
こ
れ
と
視
点
を

異
に
す
る
点
が
あ
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
い
ち

い
ち
注
記
し
な
い
。

（
１０
）

、
堀
河
百
首
」
の
引
用
は

「
新
編
国
歌
大
観
」
第
四
巻

（角
川
書
店

昭
和
六
十

一
年
五
月
）
に
拠
る
。

（
Ｈ
）

「
右
大
臣
家
百
首
」
に
つ
い
て
は
、
①
雑
賀
美
校

「
兼
実
家
十
度
百
首

に
つ
い
て
」

（
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
国
文
科
紀
要
」
２
　
昭

和
四
十
二
年
二
月
）
、
②
久
保
田
淳

・
松
野
陽

一
「
千
載
和
歌
集
」

（笠

間
書
院
　
昭
和
四
十
四
年
九
月
）
補
注
七
、
③
久
保
田
淳

「
歌
切
三
点
」

（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
４０
　
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
、
④
同

「
新

古
今
前
後
研
究
断
片

（
四
）
」

（
「
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
４４
　
昭
和
四

十
七
年
二
月
）
、
⑤
松
野
陽

一

「
藤
原
俊
成
の
研
究
」

（
笠
間
書
院
　
昭

和
四
十
八
年
二
月
）
、
⑥
同

「
兼
実
家
百
首
に
つ
い
て
」

（
『
東
北
大
学
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教
養
部
紀
要
』
２２
　
昭
和
五
十
年
二
月
）
、
⑦
松
野
陽

一
・
山
田
富
士
雄

「
九
条
兼
実
の
三
種
の
百
首
」

（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
」
５９
　
昭
和
五

十

一
年
二
月
）
、
③
小
島
孝
之

「
治
承
二
年
右
大
臣
家
百
首
の
新
出
資
料

と
そ
の
考
察
」

（
『
国
幕
と
国
文
学
」
５７
１

‐０
　
昭
和
五
十
五
年
十
月
）

な
ど
に
よ

っ
て
本
文
が
集
成
さ
れ
、
出
詠
者
が
確
認
ま
た
は
推
論
さ
れ
て

き
た
。
出
詠
者
に
関
し
て
は
、
③
の
小
島
氏
の
見
解
に
従

っ
て
お
く
。

「
初
恋
」
題
の
歌
は
、
上
記
の
議
論
に
よ
り
三
十
五
首
が
知
ら
れ
る
。
次

に
そ
の
出
典
を
掲
げ
、
あ
わ
せ
て
本
稿
に
お
け
る
番
号
を
示
し
て
お
く
。

勅
撰
集

。
私
撲
集
は

「
新
編
国
歌
大
観
」
、
私
家
集
は

「
私
家
集
大

成
」
に
拠
る
。

（　
）
内
は
本
稿
に
お
け
る
番
号
、

〔
　
〕
内
は
指

摘
さ
れ
た
論
文
の
番
号
を
示
す
。

兼
実
―

『
新
勅
撰
集
」
六
六
六

（１９
）

ヽ

「
続
古
今
集
』
九
四
九
＝

『
万

代
集
」

一
七
六
九
、

「
続
拾
遺
集
」
七
六
八

（
１５
）

〔
以
上
①
）

経
家
―

「
経
家
卿
集
」
四
五
＝

「
新
続
古
今
集
」

一
〇

一
二

（２０
）

〔
①
〕

隆
信
―

「
藤
原
隆
信
朝
臣
集
」
四
七

一

（
２２
）
ヽ

「
新
後
撰
集
」
七
七
二

（
Ｈ
）

〔
以
上
①
〕

資
隆
―

「
手
鑑
月
台
」
二
八

「
五
首
切
」
二
首

⌒
１２
）

（２５
）

＝

「
禅
林

葉
集
」
九
二

〔
④
〕

仲
綱
―

「
書
苑
」
５
１

４
に

（
１３
）

（
‐６
）

（
２６
）
を
合
む
五
首

〔
③
〕

資
忠
―

「
書
苑
」
５
１

４
に

〈
１７
）

〈
２‐
）
を
合
む
五
首

〔
⑧
〕

良
清
―

『
書
苑
」
５
１

４
に

（
１８
）

（２３
）
を
含
む
五
首

〔
⑧
〕

俊
成
―

、
長
秋
詠
藻
ヽ
四
八
六

（
１
）

・
四
八
七

（
２
）

●
四
八
八

（
３
）

・
四
人
九

〈
４
）

・
四
九
〇

（
５
）

〔
①
〕

俊
恵
―

「
林
葉
集
」
六
六
七

（
６
）

ｏ
六
六
八

（
７
）

●
六
六
九

（
８
）

六
七
〇

（
９
）

●
六
七

一

（
１０
）

〔
①
〕

皇
嘉
門
院
別
当
―
〓

新
勅
撰
集
」
六
六
七

〈
１４
）

〔
①
〕

宜
秋
門
院
丹
後
―

「
新
勅
撲
集
」
六
六
八

（
２４
）

（
①
〕

（
‐２
）
久
保
田
淳

「
新
古
今
歌
人
の
研
究
」

〈東
京
大
学
出
版
会
　
昭
和
四
十

八
年
二
月
）
四
〇
三
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
‐３
）
こ
の
伝
説
は
、
他
に

「
宝
物
集
」

「
袖
中
抄
」

「
和
歌
色
葉
」
な
ど
に

み
え
る
。

（
‐４
）
百
首
歌
の
引
用
は
注
１０
に
同
じ
。

（
‐５
）
松
野
陽

一
「
藤
原
俊
成
の
研
究
」

（笠
間
書
院
　
昭
和
四
十
八
年
二
月
）

五
六
五
～
五
七
五
頁

・
五
七
七
～
五
七
八
頁
参
照
。

（
‐６
）
前
掲
書
六
四
二
頁
参
照
。

（
‐７
）
萩
谷
朴

「
平
安
朝
歌
合
大
成
」
八

（私
家
版
　
昭
和
四
十
年
四
月
）
の

通
し
番
号
四
三
〇
。
本
書
で
治
承
二
年
五
月
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
‐８
）
小
西
甚

一
編

「
新
校
六
百
番
歌
合
」

（有
精
堂
　
昭
和
五
十

一
年
六
月
）

に
拠
る
。

（
‐９
）
こ
の
よ
う
な
題
に
対
す
る
考
え
方
は
、

又

（
題
を
〕
か
し
ら
に
い
た
だ
き
て
出
た
る
歌
、
無
念
と
申
す

べ
し
。

ふ
る
く
も
秀
逸
ど
も
の
中
に
左
様
の
た
め
し
侍
れ
ど
も
、
そ
れ
を
本

に
引
く

べ
き
に
候
は
ず
。

（
「
毎
月
抄
」
―
〓

歌
論
集

一
」
三
弥
井

書
店
　
一詈

一
四
頁
）

題
を
上
旬
に
尽
し
つ
る
は
わ
ろ
し
。
只

一
句
に
よ
み
た
る
も
わ
ろ
け

れ
ど
、
堀
河
院
百
首
題
は

一
字
づ

つ
に
て
あ
れ
ば
、
さ
や
う
な
ら
む

題
の
歌
に
て
お
ほ
く
よ
ま
む
に
は
、
初
め
の
五
字
に
よ
み
た
ら
む
も

く
る
し
か
ら
ず
。
但
し
、
其
れ
も

一
首
を
よ
ま
む
歌
に
、
や
が
て
初

五
字
に
よ
み
入
れ
た
ら
ん
は
、
無
念
に
聞
ゆ
べ
し
。

（
「
詠
歌

一
体
』

―

同
右
　
一二
五

一
～
二
五
二
頁
）
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と

い

っ
た

椰

詠
論

に
、

つ
な

が

っ
て

い
く

の

で
あ

ろ

う

。

（
２０

）

「
影

供

歌

合

」

の
本

文

は

群

書

類

従

に
拠

る

。

（
２‐

）

「
私

家

集

大

成

」
３

（
明

治

書

院

　

昭

和

四
十

九

年

七

月

）

に
拠

る

。

な

お

、

１６

の
歌

は

、

底

本

（
書

陵

部

本

）

。
青

蓮

院

本

等

に
欠

け

て

い

る

「
廿

題

百

首

」

（
『
治

承

題

百

首

」
）

中

の
作

で
あ

る

。

（
大

学

院

博

士

前

期

課
程

）

講
座

Ｔ
†

壺
人

十
人

普
子

払
蘭

売
九
　
第

一
輯

歌
人
及
び
私
家
集
に
つ
い
て
、
研
究

・
資
料

・
文
献
目
録
を
収
め
る
。

執
筆
陣
は
、
新
藤
協
三

・
仁
尾
雅
信

・
伊
井
春
樹

・
久
保
木
哲
夫

・
橋

本
ゆ
り

・
津
本
信
博

・
山
本

一
・
川
村
晃
生

。
杉
谷
寿
郎

・
岩
坪
健
の
各

氏
。
平
安
文
学
論
究
会
編
。

（
Ａ
５
版
　
一
一九
二
頁
　
昭
和
五
十
九
年
九

月
二
十
日
刊
　
風
間
書
房
　
定
価
七
〇
〇
〇
円
）

講
座

Ｗ
Ｔ
生
人

一
Ｘ
‘
ヽ
１
堂
丁
ム
面

売
九
　
第
二
輯

古
今
和
歌
集
に
関
す
る
、
研
究
及
び
文
献
目
録
。

執
筆
陣
は
、
樋
口
芳
麻
呂

。
今
井
優

・
菊
池
靖
彦

・
田
中
登

・
吉
原
栄

徳

・
神
谷
か
を
る

・
吉
川
栄
治

・
山
口
博

・
熊
倉
千
之

。
上
岡
勇
司

・
三

綸
正
胤

・
田
島
智
子
の
各
氏
。

（
Ａ
５
版
　
一〓
二
人
頁
　
昭
和
六
十
年
五

月
二
十

一
日
刊
　
風
間
書
房
　
定
価
八
〇
〇
〇
円
）

講
座

市
†

壺
人

十
人

当
子

ム
爾

売
九
　
第
二
輯

金
葉
集

・
詞
花
集

・
千
載
集
、
及
び
同
時
代
の
歌
人
に
つ
い
て
の
研
究

と
文
献
目
録
。

執
筆
陣
は
、
滝
澤
貞
夫

・
三
村
晃
功

・
後
藤
重
郎

・
糸
賀
き
み
江

・
松

野
陽

一
・
森
本
元
子

・
井
上
宗
雄

・
安
田
純
生

。
青
木
賢
豪

・
佐
藤
明
浩

の
各
氏
。

（
Ａ
５
版
　
一量
全
二
頁
　
昭
和
六
十

一
年
七
月
二
十

一
日
刊

風
間
書
一房
　
定
価
八
〇
〇
〇
円
）
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