
『後
拾
遺
集
』
恋
歌
考

「恋

一
」
巻
を
中
心

に

実

川

恵

子

後
拾
遺
集
が
、
平
安
和
歌
史
上
の

一
つ
の
転
換
期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
女
流
歌
人
の
増
大
や
、
部
立
、
歌
人
層
、
題
詠
歌

の
増
加
等
、
三

代
集
に
対
す
る
規
範
を
脱
し
よ
う
と
す
る
新
し

い
試
み
が
随
所
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

な
か
で
も
、
恋
や
雑
部
に
そ
の
顕
著
な
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
近
年
に
な

っ

て
、
こ
れ
ら

の
巻

に
お
け
る
構
成
や
特
徴
、
撰
者

の
編
纂
意
図
を
め
ぐ
る
検
討

の
成
果
に
よ

っ
て
、
恋
部
は
、
「恋

一
」
か
ら

「恋
三
」
、
恋
歌
と
い
う
分
類
中

で
独
自
性
を
有
す
る

「恋
四
」
と
、
雑
部
に
あ
り
な
が
ら
も
恋
歌
的
要
素
を
持

(注

1
)

つ

「雑
二
」
と
い
う
三
部

の
構
成
か
ら
成
る
と

い
う
見
解
も
な
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
後
拾
遺
期
に
な

っ
て
社
会

の
変
動
の
中
に
あ

っ
て
、
恋
歌
が
質
的
な

変
貌
の
諸
相
を
見
せ
る
よ
う
に
な

っ
た

一
つ
の
現
象
で
も
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
改
め
て
恋
部
、
特
に
そ

の
基
盤
と
な
る

「恋

一
」
の
詠
歌

の
特
性

や
構
成
な
ど
を
め
ぐ

っ
て
私
見
を
述

べ
て
み
た

い
。

一

(3

ま
ず

「恋

=

巻
に
配
列
さ
れ
る
六
十
首
の
恋
歌
を
、
詞
書
や
詠
歌
内
容
か

ら
、
構
成
や
配
列
に
対
す
る
撰
者
の
意
図
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

巻
頭
歌
は
、
後
朱
雀
院
御
製

(406
)

の
、

ほ
の
か
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な
春
霞
か
す
み
の
中
に
お
も
ふ
心
を

で
あ
り
、
恋
部

の
巻
頭
を
飾

る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
春
霞
を
歌
材
と
し
て
用

い
、

そ
の
縁
語

「
ほ
の
か
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な
」
と

い
う
初
恋
の
詠
歌
を
置
く
。

こ
の
御
朱
雀
院
歌
は
恋
三
の
巻
頭

(
517
)
に
も
載
り
、
「陽
明
門
院
皇
后
宮

と
申
し
け
る
時
、
久
し
く
内
に
参
ら
せ
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
五
月
五
日
内
よ
り

た
て
ま

つ
ら
せ
給
け
る
」
と
詞
書
と
し
て
、

あ
や
め
ぐ
さ
か
け
し
袂
の
ね
を
絶
え
て
さ
ら
に
ご
ひ
ぢ
に
ま
ど
ふ
こ
ろ
か
な

と

い
う
歌
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
両
歌
は
、
『今
鏡
』
「す
べ
ら
ぎ
の
上

・
初
春
」

に
詠
歌
内
容
が
対
比
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
恋
部

の
巻
頭
や
巻
末
に
帝
の
詠
歌

を
配
す
る
等
、
撰
者
の
思

い
入
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
巻
頭
歌
か
ら
、
実
源
法
師
詠

(
316
)
迄
の
十
首
が

「初
恋
」
の
歌
群
と

し
て
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
十
首
中
、
三
首
目
の
馬
内
侍
歌

(606
)

の
、

い
か
な
れ
ば
知
ら
ぬ
に
お
ふ
る
う
き
ぬ
な
は
く
る
し
や
心
人
知
れ
ず
の
み

が
、
「題
不
知
」
と
す
る
他
は
、

一
組

の
贈
答
歌

(源
頼
光
、
源
頼
家
母
。

砌

備
)
と
、
簡
略
な
詞
書
中
に

「は
じ
め
て
、

つ
か
は
し
た
」
と
記
す
六
首
、
歌

群

の
最
終
、
実
源
法
師
詠
は

「初
め
の
恋
を
よ
め
る
」
と
詞
書
さ
れ
、
題
詠
歌

の
如
く
で
も
あ
る
。

「題
不
知
」
歌
と
し
て
入
集
す
る
馬
内
侍
歌
は
、
家
集
に
は

「
つ
つ
む
こ
と

あ
り
て
ふ
み
な
ど
も
か
よ
は
ぬ
ほ
ど
、
か
き
あ

つ
め
て
お
く
ら
せ
た
る
」
と
あ

(15)



(
3
)

り
、
当
歌
を
馬
内
侍
詠
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
残
す
説
も
あ
る
。
撰
者
は
こ
う

し
た
詳
細
な
詞
書
を
あ
え

て
伏
す
こ
と
で
何
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
馬
内
侍
詠
は
後
拾
遺
集
に
十

二
首
入
集
す
る
が
、

い
ず
れ
の
歌
も
家
集

を
資
料
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
撰
者
は
歌
本
来
に
込
め
ら
れ
る

文
学
性
を
評
価
し
、
縁
語
や
掛
詞
を
駆
使
し
た
技
巧
的
な
本
歌
を
恋

一
の
前
半

部
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
巻
頭
歌
に
続
く
叡
覚
法
師
詠

(506
)

か
ら
四
首

(806
)
は
、
「
山
の
下
水
」
、
「浮
き
蓴
」
、
「磯
辺
の
浪
」、
「沖

つ
波
」

と
水
に
関
連
さ
せ
た
歌
材
が
続
く
。

ま
た
、
㎝
の
大
江
嘉
言
詠
は
前
歌

(平
経
章

・
硼
)
詞
書

の

「は
じ
め
た
る

女
に

つ
か
は
し
け
る
」
を
承
け
る
が
、
当
歌
の
、

し
の
び

つ
つ
や
み
な
む
よ
り
は
思

ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
だ
に
人
に
知
ら
せ
ん

と

い
う

「意
を
決
し
て
、
思
い
を
伝
え
た
」
と

い
う
歌

の
内
容

に
そ
ぐ
わ
ず
、

家
集
に
あ
る

「経
年

の
恋
」
の
題
詠
歌
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
な
ぜ
、
前

歌
に
続
け
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
和
泉
式
部
歌

(116
)
、

お
ぼ
め
く
な
誰
と
も
な
く
て
よ
ひ
よ
ひ
に
夢
に
見
え
け
ん
わ
れ
そ
そ
の
人

は
、
詞
書
に
よ
る
と
、
男
に
代

っ
て
詠
ん
だ
と

い
う
代
作
歌
で
あ
る
。
伝
統
的

な
女
歌
の
範
躊
か
ら
逸
脱
し
た
よ
う
な
異
質

で
強

い
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

恋
歌
巻

へ
の
和
泉
式
部
歌
入
集

は
十
九
首

(恋

一
2
、
恋
二
2
、
恋
三
4
、

恋
四
11
)、
こ
の
う
ち
題
不
知
歌
は
十

一
首
を
占
め
、
圧
倒
的
に
恋
四

(入
首
)

に
多
く
見
え
る
。

和
泉
歌

に
続
く
の
は
、
『百
人

一
首
』
に
も
選
ば
れ
た
実
方
朝
臣
詠

(
㎝
)

の
、か

く
と
だ
に
え
や
は

い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
ひ
を

で
、
序
詞

・
掛
詞

・
縁
語
を
使

っ
た
技
巧
的
な
恋
歌
で
あ
る
。

こ
の
初
恋
の
歌
群
の
最
後
に
置
か

れ
る
の
が
、
実
源
法
師

(316
)

の

「初
め

の
恋
を
よ
め
る
」
と
題
詠
歌

の
よ
う

な
詞
書
で
収
め
ら
れ
た
、

な
き
名
立

つ
人
だ
に
世
に
は
あ
る
も

の
を
君
恋
ふ
る
身
と
知
ら
れ
ぬ
ぞ
憂
き

で
、
『金
葉
集
』
二
度
本

(
鰡
)
に
も

「恋

の
心
を
人
人
の
よ
み
け
る
に
よ
め

る
」
と
同
じ
題
詠
歌

「命
を
し
か
け
て
契
り
し
仲
な
れ
ば
絶
た
ゆ
る
は
し
ぬ
る

心
ち
こ
そ
す
れ
」
を
入
集
す
る
。

以
上
、
十
首
の

「初
恋
」
の
歌
を
恋
歌
の
冒
頭
か
ら
配
列
す
る
。
こ
れ
ら
を

概
観
す
る
に
、
詞
書
表
記
や
詠
歌
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
な
統

一
制
が
あ

っ
て

配
列
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
後
拾
遺
集
の
資
料
と
な

っ
た
も

の
が

現
存
す
る
私
家
集
と
同
様

の
も
の
で
あ

っ
た
か
、
ま
た
別
の
も

の
が
存
在
し
た

か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
恋

一
の
冒
頭
に
配
さ
れ
た
こ
れ
ら
十
首
の
個
個

の
歌
を
詠
む
限
り
、
詞
書

の
改
変
や
撰
者
独
自
の
読
み
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
部
分
も
感
じ
と
ら
れ
る
。

続
く

脳
か
ら
枷
の
七
首
は
年
月
を
経
た
男

の
恋
心
を
伝
え
る
歌
が
並
ぶ
。
こ

の
う
ち
三
首
が
題
不
知
歌

(ワ」、

8
、
O

1

41⊥

0乙

ρhU

ρhU

ρhU)
で
、
他
は

「月
明
き
夜
な
が
め
し

け
る
女
に
」

(416
)
、
「心
か
け
た
る
人
に
」

(価
)、
「は
ら
か
ら
侍
り
け
る
女

の

も
と
に
、
お
と
と
を
思
ひ
か
け
て
、
姉
な
る
女

の
も
と
に
」

(
616

)
、
「入
月
ば

か
り
、
女

の
も
と
に
、
す
す
き
の
穂
に

つ
け

て
」

(916
)
と
そ
の
状
況
や
女
に

つ
い
て
の
説
明
が
記
さ
れ
る
。

続

い
て
、

硼

(兼
澄
)
、
硼

(公
成
)
歌
は
、
「女
を
控

へ
て
侍
り
け
る
に
、

情
な
く
て
入
り
に
け
れ
ば
、

つ
と
め
て
つ
か
は
し
け
る
」
、
「五
節
に
出

で
て
か

い
つ
く
ろ
ひ
な
ど
し
侍
り
け
る
女
に

つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
宮
仕
え
す
る

女

へ
の
求
愛
歌
で
あ
る
。
兼
澄
歌
は
、
三
奏
本

『金
葉
集
』
第
七
恋
に

「女
に

物
申
し
て
ま
た
の
日
う

つ
り
が
の
し
け
れ
ば

つ
か
は
し
け
る
」
と
詞
書
し
、
女

が
拒
否
し
た
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
公
成
歌
は
五
節
の
舞
姫

へ

の
思

い
を
、
見
立
て
や
掛
詞
、
縁
語
を
使

っ
た
技
巧
的
な
歌
に
仕
立
て
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
続
く
、
七
首

(
90

9

2
～
04

6

6
)
は
女

に
文
を
送
る
男
の
歌
が
連
な
る
。

こ
の

一
群
は
、
「は
じ
め
て
女

の
も
と
に
春
立

つ
日
つ
か
は
し
け
る
」
(
326

)
と

い
う
立
春

の
詞
書
の
能
通
詠
か
ら
始
ま
り
、
次
歌

(能
因
法
師
、
晒
)
は
題
不

(ls>



知
だ
が
、
四
句
に

「け
さ
立

つ
春
の
」
と
あ
り
、
冷
め
た
恋
人
を
氷

に
た
と
え
、

そ

の
氷
も
解
け
る
よ
う
に
い
つ
か
は
心
を
打
ち
解
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
期

待
す
る
想
い
を
述
べ
る
。

続
く
、
三
首

(
尸へ∪

ワ」

0乙
～
2

6

瓜U)
は
、
文
を
贈

っ
た
の
に
色
よ

い
返
事
を
よ
こ
さ
な

い
女

に
贈

っ
た
次

の
歌
が
続
く
。
晒

(輔
親
)
、

鰯

(道
命
法
師
)
は
歌
中
に

「満

つ
潮
」
、
「潮
た
る
る
」

の
語
が
見
え
、

い
ず
れ
も
技
巧
を
凝
ら
し
た
恨
み

の
歌

で
あ
る
。

ふ
み
つ
か
は
す
女

の
返
り
事
を
せ
ざ
り
け
れ
ば
よ
め
る

祭
主
輔
親

満

つ
潮
の
ひ
る
ま
だ
に
な
き
浦
な

れ
や
か
よ
ふ
千
鳥

の
あ
と
も
み
え
ぬ
は

返
り
事
せ
ぬ
女

の
、
こ
と
人

に
は
や
る
と
聞
て

道
命
法
師

潮
た
る
る
わ
が
身
の
か
た
は

つ
れ
な
く
て
こ
と
浦
に
こ
そ
煙
た
ち
け
れ

返
り
事
せ
ぬ
人
に
山
寺
に
ま

か
り
て
つ
か
は
し
け
る

道
命
法
師

思
ひ
わ
び
昨
日
山
辺
に
入
り
し
か
ど
ふ
み
み
ぬ
道
は
ゆ
か
れ
ざ
り
け
り

こ
れ
ら
に
続
く
棚

(前
大
納
言
公
任
)
、
㈱

(藤
原
隆
資
)
は
、
「七
月
七
日
」、

「七
夕

の
後
朝
に
」
女
に
仕
わ
し
た
歌
と
詞
書
す
る
。

雲
ゐ
に
て
ち
ぎ
り
し
中
は
た
な
ば
た
を
う
ら
や
む
ば
か
り
な
り
に
け
る
か
な

逢
ふ
こ
と
の
い
つ
と
な
き
に
は
た
な
ば
た
の
別
る
る
さ

へ
ぞ
う
ら
や
ま
れ
け

る共
に
七
夕
に
寄
せ
、
逢
え
な
い
自
分
の
恋

の
身
上
と
比
べ
、
年
に

一
度
の
逢

瀬
を
持

つ
牽
牛
織
女

の
二
星
を
羨
ん
だ
歌
を
置
く
。

こ
の
七
夕
題
を
詠
ん
だ
歌
は
、
本
集
で
は
巻
四

「秋
上
」

((》

7

り0
～
4

∩乙

∩乙
)
に
九

首
撰
入
さ
れ
る
が
、
恋
歌
に
七
夕
を
詠
じ
た
も
の
は
、
古
今
集
や
拾
遺
集
に
は

見
え
ず
、
恋
歌
と
し
て
の
新
し

い
試
み
と

い
え
よ
う
か
。

以
上
、
「恋

一
」
冒
頭
か
ら
二
十
六
首
は
、
凡
そ
初
恋
か
ら
始
ま
り
、
恋
心

を
伝
え
、
求
愛
し
、
返
事
を
寄
さ
ぬ
女

へ
の
恨
み
を
述

べ
、
逢
う
こ
と
が
成
就

さ
れ
ぬ
嘆
き
の
歌
と
、
恋
の
経
過
の
諸
相
に
従

っ
て
い
く
つ
か
の
小
歌
群
を
形

成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
前
半
部
は
比
較
的
明
確
な
配
列
意

識
が
看
取
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
以
降
は
多
種
多
様
な
恋
歌
が
並
列
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

二

 

次
に

「恋

一
」
後
半
に
入
集
す
る
詠
歌

の
特
徴
や
配
列
意
図
を
有
す
る
よ
う

な
数
首
を
取
り
掲
げ
な
が
ら
、
「恋

一
」
構
成

の

一
端
を
検
討
し
て
見
た

い
。

そ
の
冒
頭

(036
)、

ひ
と
の
氷
を

つ
つ
み
て
、
み
に
し
み
て
な
ど

い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、

馬
内
侍

あ
ふ
こ
と

の
と
ど
こ
ほ
る
ま
は

い
か
ば
か
り
身
に
さ

へ
し
み
て
な
げ
く
と
か

し
る

を
置
く
。
男
が
言

っ
て
来
た
詞
に
逆
襲
し
て
、
相
手

の
途
絶
え
を
恨
ん
だ
歌
で

あ
る
。
「滞
る
」
に

「凍
る
」
を
掛
け
た
機
知
に
富
ん
だ
詠
歌

で
あ
る
。
続
く

㎝
は
、
藤
原
顕
季

「題
不
知
」
歌
、

鴫
の
ふ
す
刈
田
に
た
て
る
稲
茎
の
い
な
と
は
人

の
い
は
ず
も
あ
ら
な
ん

で
あ
る
。
三
句
迄
が

「
い
な

(否
)
」
を
導
く
序
詞
と
し
て
機
能
し
、
「鴫
、
稲

茎
」
と
入
代
集
に
は
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
新
し

い
歌
材
を
用

い
た
六
条

藤
家
の
祖
と
し
て
の
歌
風
を
形
成
し
て
い
る
。
当
歌
を

「題
不
知
」
と
し
た
の

は
、
「六
条
修
理
大
夫
集
」
詞
書
は

「歌
合
に
」
と
あ
り
、
こ
の
記
述
は
歌
合

名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
歌
と
共

に
斬
新
な
詠
風
が
感
じ
ら
れ
る
。

次

の
白
河
天
皇
詠

(236
)
も
、
「殿
上
人
達
と
探
題
和
歌

の
際
、
逢
坂

の
関

(17)



の
恋
を
詠
ん
だ
」

(詞
書
)
も

の
と
、
歌
合
や
歌
会
で
の
詠
歌
を
並

べ
る
。

齠
、
硼
は
次
の
贈
答
歌
を
置
く
。

題
不
知

道
命
法
師

逢
ふ
こ
と
は
さ
も
こ
そ
人
目
か
た

か
ら
め
心
ば
か
り
は
と
け
て
見
え
な
む

返
し

.

読
人
不
知

思
ふ
ら
ん
し
る
し
だ
に
な
き
下
紐

に
心
ば
か
り
の
何
か
と
く
べ
き

人
目
を
忍
ぶ
恋

の
も
ど
か
し
さ
を
詠
う
道
命
歌
に
対
し
て
、
「下
紐
が
解
け

な

い
の
は
恋
し
く
思
わ
れ
て
い
な
い
証
拠
」
と
切
り
返
し
た
女
の
歌
が
並
ぶ
。

続
く
二
首

(厂0
、
6

00

0D

6

盈U
)
は
、
「雪
」

の
歌
材
を
詠
む
。

し
た
き
ゆ
る
雪
間
の
草
の
め
づ
ら
し
く
わ
が
思
ふ
人
に
逢
ひ
見
て
し
が
な

入
道

一
品
宮
に
侍
け
る
陸
奥
が
も
と
に

つ
か
は
し
け
る

奥
山
の
真
木

の
葉
し
の
ぎ
降
る
雪

の
い
つ
と
く
べ
し
と
見
え
ぬ
君
か
な

鰤
は
、
「題
不
知
」
、
和
泉
式
部
歌

で
、
正
集

の
百
首
歌
中
、
「冬
二
十
首
」

に
初
句
を

「
下
も
ゆ
る
」
と
し
て
収

め
る
。
こ
れ
を
、
後
拾
遺
撰
者
は

「恋

一
」

の
部
立
に
採

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
清
新
な
序
詞
と
そ
れ
に
導
か
れ
る
下

句

の
主
情
が
、
撰
者
に
恋
歌
と
し
て
の
新
し
さ
を
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

鰯
は
、
源
頼
綱
朝
臣
詠

で
、
こ
の
歌
も
序
詞
を
用
い
、
雪
が

「溶
く
」
と

「心

が
打
ち
解
け
る
」
意
を
掛
け
、

つ
れ
な
い
人

へ
の
恋
慕
の
情
を
込
め
る
。

こ
れ
に
つ
ぐ
三
首

(
7」
、
8
、
0ヲ

3

り0

3

6

ρ0

6
)
は
、

つ
れ
な
い
女
に
対
す
る
男
の
歌
で

あ
る
。
源
政
成

の
餅
歌
は
、
童

の
名

の

「う
れ
し
き
」
に
対
し
て
、
我
を
思
わ

ぬ

「
つ
ら
き
」
と
い
う
名
に
仕
立
て
て
自
潮
す
る
次
の
歌
を
載
せ
る
。

う
れ
し
き
を
忘
る
る
人
も
あ
る
物
を

つ
ら
き
を
恋
ふ
る
わ
れ
は
な
に
な
り

次

の
鵬
は
、
平
兼
盛

の

「題
不
知

」
歌
、

恋
ひ
そ
め
し
心
を

の
み
ぞ
う
ら
み

つ
る
人
の
つ
ら
さ
を
わ
れ
に
な
し

つ
つ

こ
の
歌
は
、
女
の
冷
た
い
態
度
に
な
お
恋
す
る
気
持
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
想

い
を
自
分
自
身
に
向
け
、
相
手
の
心

を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
。
ま
た
、
次

の

藤
原
為
時
詠

(
936
)
は
、
他

の
男
に
心
を
移
し
た
女
に
贈

っ
た
歌
で
あ
る
。

い
か
に
せ
ん
か
け
て
も
い
ま
は
頼
ま
じ
と
思
ふ
に
い
と
ど
ぬ
る
る
た
も
と
を

あ
き
ら
め
を
感
じ
な
が
ら
も
相
手

へ
の
未
練
が
募
り
、
同
情
を
引
こ
う
と
す

る
恋

の
歌
で
あ
る
。

以
上
の
三
首
は
、
「わ
れ
は
な
に
な
り
」
餅
、
「わ
れ
に
な
し

つ
つ
」
硼
、
「
い

か
に
せ
ん
」
覦
の
語
は
相
手
の
態
度
か
ら
自
分
自
身

の
心
を
客
観
的
に
見

つ
め

よ
う
と
し
た
姿
勢
が
感
じ
と
れ
、
恋
歌
の
新
し
い

一
つ
の
視
点
と
も

い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
後
は
、
相
模

(㎜
×

能
宣

(翩
)
と
続
く
。
両
歌
と
も
次

の
よ
う
な

詳
細
な
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

公
資
に
相
具
し
て
侍
り
け
る
に
、
中
納
言
定
頼
忍
び
て
訪
れ
け
る
を
、
隙

な
き
さ
ま
を
や
見
け
む
、
絶
え
間
が
ち
に
お
と
な
ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

相
模

逢
ふ
こ
と
の
な
き
よ
り
か
ね
て
つ
ら
け
れ
ば
さ
て
あ
ら
ま
し
に
ぬ
る
る
袖
か

な
春
よ
り
物
言
ひ
侍
り
け
る
女

の
、
秋
に
な
り
て
つ
ゆ
ば
か
り
物
は
言
は
む

と
言
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
、
入
月
許
に

つ
か
は
し
け
る大

中
臣
能
宣
朝
臣

待

て
と

い
ひ
し
秋
も
な
か
ば
に
な
り
ぬ
る
を
頼
め
か
お
き
し
露
は
い
か
に
ぞ

相
模
歌
で
は
、
訪
れ
の
な

い
切
な
さ
を

つ
ら
く
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら

先
の
恋

の
成
行
を
思
う
と
涙
に
濡
れ
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
当
歌
に
あ
る
よ

う
な
詳
細
な
詞
書
は
、
定
頼
と

の
歌

(春
上
m
、
雑
上
鰯

・
鰯
)
に
も
付
さ
れ

て
お
り
、
定
頼
と
の
関
係
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相

模

の
私
的
な
状
況
を
伝
え
る
詞
書
を
、
'撰
者
が
あ
え
て
撰
入
す
る
際
に
取
り
込

ん
だ
理
由
は
不
詳
だ
が
、
私
的
な
事
情
を
記
す
こ
と
で
、

一
つ
の
恋
歌
の
挿
話

と
し
て
和
歌
世
界
の
拡
が
り
を
持
た
せ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
後
拾
遺
集

の
相
模
歌
に
は
独
特
な
主
張
が
読
み
取
れ
る
。
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次
の
能
宣
歌
は
、
相
模
の

「
ぬ
る
る
袖
」
か
ら

「涙
」
、
「露
」
と
連
想

の
糸

が
読
み
と
れ
る
。
求
愛
す
る
女
に
秋

ま
で
待

っ
て
、
と
言
わ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
何
も
言

っ
て
来
な
い
こ
と
を
問
う
。
詞
書
に
は
、
春
か
ら
交
渉
し
て
い

た
時
間
的
経
過
が
記
さ
れ
、
女
に
対
す
る
想

い
を
秋
の

「露
」
に
よ
せ
て
詠
じ

て
い
る
。
女

の
言
う

「
つ
ゆ
ば
か
り
物
は
言
は
む
」
が
、
読
者
の
想
像
を
か
き

た
て
齟
ハ味
深
い
。

こ
の
後

の
恋
歌
は
、
恋
の
様
相
が

一
層
募
り
、
想

い
が
増

っ
て
い
く
段
階
が

語
ら
れ
て
い
る
。

餬
、
堀
川
右
大
臣
詠
は
、
頼
通
の
歌
合
歌

(宇
治
前
太
政
大
臣
の
家

の
州
講

の
後
の
歌
合
)
で
あ
る
。

逢
ふ
ま

で
と
せ
め
て
い
の
ち

の
を
し
け
れ
ば
恋
こ
そ
人

の
祈
り
な
り
け
れ

切
実
な
想
い
が
込
め
ら
れ
た
歌

で
、
恋

の
た
め
な
ら
命
さ
え
も
惜
し
く
は
な

い
、
恋
こ
そ
人
の
命
を
生
か
す
も
の
、
と

い
う
下
句
が
強
く
響

い
て
い
る
。
こ

れ
に
続
き
、
相
模

の
男
に
代

っ
て
詠

ん
だ
歌

(346
)
、
女
に
贈

っ
た
道
信

(
翩
)

の
次

の
歌
が
並
ぶ
。

つ
き
も
せ
ず
恋
に
な
み
だ
を
わ
か
す
か
な
ご
や
な
な
く
り
の
出
湯
な
る
ら
ん

近
江
に
か
あ
り
と
い
ふ
な
る
み
く
り
く
る
人
く
る
し
め
の
筑
摩
江

の
沼

共
に
、
「七
栗
の
出
湯
」
、
「筑
摩

江
の
沼
」
の
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
配

さ
れ
る
。
ま
た
両
歌
は
恋
歌

の
達
人
と
も
言
う
べ
き
相
模
、
道
信
詠

で
共
に
切

な

い
思
い
を
序
詞
や
縁
語
、
掛
詞
を
使

っ
て
軽
妙
で
技
巧
的
な
詠
歌
と
な

っ
て

い
る
。

一
方
、
相
模
歌

の
詞
書

に
関
し

て
は
、
家
集
に
あ

る

「所
狭
げ
な
ら
む
」

(周
囲

の
状
況
に
拘
束
さ
れ
て
、
事

が
思

い
の
ま
ま
に
運
ば
な

い
状
態
)

の
恋

(
4
)

の
題
を
所
望
さ
れ
て
詠
じ
た
歌
と
さ

れ
、
本
集
の
詞
書
改
変
を
疑
う
解
釈
も
あ

る
。こ

れ
に
続
く
二
首

(
冖へU、
6

4

4

6

武U
)
は
、
「
題
不
知
」
歌
だ
が
、
薄
情
な

「
つ
れ

な
き
人
」
の
せ
い
で
、
恋

の
つ
ら
さ
を
知

っ
た
と

い
う
自
ら
の
心
を
慰
め
た
歌

と
し
、
あ
え
て
詞
書
に
詠
歌
事
情
を
付
さ
な

い
こ
と
で
、
恋
す
る
苦
し
み
と
対

峙
す
る
詠
者

の
独
白
詠
と
も
受
け
取
れ
る
。

こ
れ
に
続
け
て
並
ぶ
の
は
、
次
の
歌

(鉚
、
棚
)
で
あ
る
。

女
の
、
淵
に
身
を
投
げ
よ
と
言
ひ
侍
け
れ
ば

源

道
済

身
を
捨
て
て
深
き
淵
に
も
入
り
ぬ
べ
し
そ
こ
の
心
の
知
ら
ま
ほ
し
さ
に

題
不
知

大
中
臣
能
宣
朝
臣

恋
ひ
恋
ひ
て
逢
う
と
も
夢
に
見

つ
る
夜
は
い
と
ど
寝
覚
め
ぞ
わ
び
し
か
り
け

る道
済
歌

の
詞
書
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
恋

の
状
況
を
言
う

の
か
判
明
で
き
な

い
が
、
「女
が
淵
に
投
身
せ
よ
」
と
言

っ
た

の
で
、
と
い
う
独
特
な
詞
書
と
そ

う
い
う
女

の
言
葉
を
逆
手
に
取
り
、
切
り
返
し
た
歌
は
強

い
主
調
を
表
し
て
い

る
。
ま
た
、
能
宣
歌
は
歌
集
に

「こ
ひ
」
と
あ
り
、
歌
合
題
と
し
て
詠
ま
れ
た

歌
と
す
る
が
、
初
句

「恋
ひ
恋
ひ
て
」
は
、
募
る
想

い
の
激
し
さ
を
述
べ
、
わ

ず
か
な
逢
瀬
を
得
た
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
む
な
し
さ
を
歌
う
。
忍
恋

の
極
限
状

況
を
こ
の
二
首
は
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
後
は
、
能
宣
歌
の
長
文

の
詞
書
を
有
す
る
贈
答
歌

(9
、
0

4

尸0

6

6
)
を
載
せ

る
。

賀
茂
祭
の
帰
さ
に
前
駈

つ
か
う
ま

つ
れ
り
け
る
に
、
青
色
の
紐

の
落
ち
て

侍
り
け
る
を
、
女
の
車
よ
り
唐
衣
の
紐
を
解
き
て
綴
ぢ
付
け
侍
り
け
る
を
、

尋
ね
さ
せ
け
れ
ど
、
誰
と
も
知
ら
で
や
み
侍
に
け
り
、
ま
た
の
年
の
祭
の

垣
下
に
て
、
斎
院
に
ま

い
り
侍
け
る
に
、
女
の
、

い
づ
ら
、
付
き
し
紐
は

と
お
と
つ
れ
侍
り
け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る

大
中
臣
能
宣
朝
臣

唐
衣
む
す
び
し
紐
は
さ
し
な
が
ら
た
も
と
は
は
や
く
朽
ち
に
し
物
を

返
し

読
人
不
知

朽
ち
に
け
る
袖

の
し
る
し
は
下
紐

の
と
く
る
に
な
ど
か
知
ら
せ
ざ
り
け
ん
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能
宣
歌
詞
書
は
、
賀
茂
祭
が
終
り
、
斎
王
が
斎
院
に
お
帰
り
に
な
る
折
に
前

駆
と
し
て
お
仕
え
し
た
時
、
自
分
の
着
物

の
紐
が
落
ち
た
の
を
、
女

の
車
か
ら

唐
衣
の
紐
を
解

い
て
そ
れ
を
綴
じ
つ
け
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
誰
な
の
か
わ
か
ら

な
い
で
い
、
翌
年
女
が
言

っ
て
来
た

の
に
送

っ
た

歌
と
物
語
性
を
帯
び
て
い
る
。

そ
し
て
、
紐
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
袂
は
恋
し
さ
の
あ
ま
り
に
涙
で
朽
ち
て

し
ま

っ
た
、
と
歌
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
女
も
朽
ち
て
し
ま
う
ほ
ど
の
恋

の
想

い
な
ら
ば
、
な
ぜ
下
紐
が
解
け
て
恋
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
の
か
、
と

挑
発
す
る
。

こ
の
よ
う
に
物
語
的
な
要
素
を
持

つ
長
文

の
詞
書
が
、
恋
の
和
歌
空
間
を
語

り
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
連
な

っ
て
、
佩

(題
不
知
、
能
因
法
師
)
、

錦
木
は
立
て
な
が
ら
こ
そ
朽
ち
に
け
れ
け
ふ
の
細
布
む
ね
あ
は
じ
と
や

も
、
前
歌
と
同
様
の

「朽
ち
る
」

の
語
を
持

つ
。
こ
の
歌
は
、
『能
因
法
師
集
』

「東
国
風
俗
五
首
」

の

一
首
で
、
能
因
が
実
際
に
地
方
遍
歴
し
た
折

の
見
聞
を

詠
じ
た
も
の
か
と
も
思
え
る
が
、
錦
木

の
習
慣
や
、
け
ふ
の
細
布

の
特
産
品
な

ど
を
歌
中
に
詠
み
、
契
り
を
結

べ
な

い
悲
し
み
を
詠
う
。

「恋

一
」
歌
終
盤
の
価
か
ら
跚
歌
迄

の
四
首
は
、
「恋
死
」
を
主
題
と
す
る

歌
を
並

べ
る
。

題
不
知

小
弁

思
ひ
知
る
人
も
こ
そ
あ
れ
あ
ぢ
き

な
く

つ
れ
な
き
恋
に
身
を
や
か

へ
て
む

平

兼
盛

人
知
れ
ず
逢
ふ
を
待

つ
ま
に
恋
死

な
ば
何
に
か
へ
た
る
い
の
ち
と
か

い
は
む

長
久
二
年
弘
徽
殿
女
御

の
歌
合

し
侍
り
け
る
に
よ
め
る

永
成
法
師

恋
死
な
む

い
の
ち
は
こ
と

の
数
な
ら
で
つ
れ
な
き
人
の
は
て
ぞ
ゆ
か
し
き

俊
綱
朝
臣

の
家
に
題
を
探
り
て
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
恋
を
よ
め
る

中
原
政
義

つ
れ
な
く
て
や
み
ぬ
る
人
は
い
ま
は
た
だ
恋
死
ぬ
と
だ
に
聞
か
せ
て
し
が
な

逢
え
な
い
悲
し
み
、
つ
ら
さ
に
耐
え
切
れ
ず
、

つ
い
に
自
分
の
命
と
ひ
き
換

え
に
し
て
恋
死
す
る
、
ま
た
自
分

の
命
は
も

の
の
数
で
は
な
く
、
恋
し
い
あ
の

人
の
最
後
が
知
り
た

い
、
あ
る
い
は
つ
れ
な

い
人
に
、
も
う
な
す
術
も
な
く
た

だ
恋
死
す
る
と
聞
か
せ
た
い
、
と

い
う
絶
唱
歌
が
続

い
て
い
る
。

こ
の
後
は
、
歌
会
や
歌
合

で
の
歌
が
撰
入
さ
れ
る
。
讎
歌

(中
原
政
義
)
詞

書

の

「俊
綱
朝
臣

の
家
に
」
と
あ
る
の
に
続
き
、
鰯

(良
暹
法
師
)
、
枷

(国

房
)

の
二
首
は
、
詞
書
に

「文
に
書
か
む
に
よ
か
る
べ
き
歌
と
て
、
俊
綱
朝
臣

人
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に
よ
め
る
」
と
し
た
、

朝
寝
髪
み
だ
れ
て
恋
そ
し
ど
う
な
る
逢
ふ
よ
し
も
が
な
元
結
に
せ
ん

か
ら
こ
ろ
も
袖
師

の
浦

の
う

つ
せ
貝
む
な
し
き
恋

に
年
の
へ
ぬ
ら
ん

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
伏
見

の
山
荘
俊
綱
邸

で
催
さ
れ
た
歌
会
に
懸
想
文

「

に
書
く
の
に
よ
さ
そ
う
な
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も

の
で
、
良
暹
法
師
詠
は

「朝

寝
髪
」
、
「
し
ど
う
」
、
「元
結
」
と
奇
抜
な
着
想
を
も
と
に
、
大
胆
な
求
愛
歌
を

詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
次
歌
も
新
し

い
枕
詞

「袖
師

の
浦
」
を
用
い
、
序
詞
仕

立

て
の
技
巧
的
に
新
し
い
詠

み
ロ
の
恋
歌
を
創
り
上
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
も
、
『古
来
風
体
抄
』
に
言
う
よ
う
な

「撰
者
の
好
む
筋
や
、
ひ
と

へ

に
を
か
し
き
風
体
な
り
け
ん
」
と
い
う
評
価
と
合
致
す
る
よ
う
な
新
奇
な
趣
向

を
ね
ら

っ
た
よ
う
な
恋
歌
で
あ
る
。

次

の
㎝

(師
実
)
、
鯤

(顕
房
)
は
共
に
、
承
保
二
年
九
月
十
三
日
関
白
左

大
臣
師
実
家
歌
会
に
出
詠
し
、

「経
年
恋
」
と

い
う
題
で
詠

ん
だ
時

の
歌
で
、

こ

ゐ

師
実
詠
は
、
自
分
を
鳥
屋
に
帰
る
鷹
同
然
と
し
、
年
が
経

っ
て
も

「木
居
」
な

ら
ぬ

「恋
」
は
忘
れ
な

い
も

の
、
と
上
句

の
謎
解
き

の
よ
う
な
発
想
を
用

い
る
。

わ
れ
が
身
は
と
が

へ
る
鷹
と
な
り
に
け
り
年
を
ふ
れ
ど
も
恋
は
わ
す
れ
ず

年
を

へ
て
葉
が

へ
ぬ
山
の
椎
柴
や

つ
れ
な
き
人
の
こ
こ
ろ
な
る
ら
ん

顕
房
詠
も
、
幾
年
経

っ
て
も
落
葉
し
な

い
、
山
の
椎
柴
の
よ
う
に
私
に
対
し

て
も
変
わ
る
こ
と

の
な
い
つ
れ
な
い
あ
の
人

の
心
で
あ
ろ
う
か
、
と
椎
柴
を
心

変
わ
り
す
る
こ
と
の
な
い
相
手
の
心
に
喩
え
て
い
る
。
こ
の
二
首
は
、
「恋

一
」

巻

の
年
を
経
る
恋
を
主
題
と
し
て
最
後
に
再
び
統
括
し
て
載
せ
て
い
る
。

(20)



「恋

一
」
巻
を
し
め
く
く
る
の
は

次
の
歌
で
あ
る
。

日
ご
ろ
け
ふ
と
頼
め
た
り
け
る
人
の
、
さ
も
あ
る
ま
じ
げ
に
見
え
侍
け
れ

ば
よ
め
る

道
命
法
師

う
れ
し
と
も
思
ふ
べ
か
り
し
け
ふ
し
も
ぞ

い
と
ど
歎
き
の
ぞ
ふ
こ
こ
ち
す
る

前
前
か
ら
、
今
日
は
逢
お
う
と
約
束
し
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を
果
た
し
そ
う

に
な
い
と

い
う
、
女
に
対
し
て
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
悲
し
み
の
心
を
詠
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「恋

一
」
巻

の
最
終
部
は
、
「経
年
恋
」
の
題
詠
歌
に
続
け
て
、

相
手

の
裏
切
り
に
悲
し
む
歌
を
も

っ
て
終
了
し
て
い
る
。

三

以
上
、
六
十
首
に
及
ぶ

「恋

一
」
所
収
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
を
中
心
に

概
観
し
て
み
た
。
凡
そ
は
勅
撰
集
の
伝
統
に
則
り
、
恋
愛
の
段
階
的
経
過
に
従

っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「恋

一
」
は
初
恋
、
求
愛
、
忍
恋
、
経
年

恋
と
い
っ
た
逢
瀬
前
の
初
期
の
段
階

が
い
く

つ
か
の
小
歌
群
を
形
成
し
な
が
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。

六
十
首

の

「恋

一
」
歌
前
半

に
関
し
て
は
、
初
恋

(十
首
)
、
恋
心
を
伝
え

る

(七
首
)
、
宮
仕
え
す
る
女

へ
の
求
愛
の
歌

(二
首
)
、
女
に
文
を
送
る
男
の

歌

(七
首
)
と
、
同
じ
題
意
を
持

つ
小
歌
群
を
比
較
的
恋
の
進
行
に
伴

っ
て
配

列
す
る
。
こ
の
前
半
部
に
対
し
て
、

後
半
部
は
、
多
様
な
恋
歌
が
並
列
す
る
。

ま
た
、
「題
不
知
」
歌
が
前
半
に
は
四
首

(瓜U

ワ～

QO

4

0

●
-

●
-

●
0乙

ρhU

n■hU

6

・
6
)
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
半
で
は
十

一
首

(微

・
鵬

・
鰯

・
鵬

・
鰯

・
鰯

・
鏘

・
㎝

・
鯤

・

鰤

・
鰯
)
、
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
の
も

一
つ
の
特
徴
と

い
え
よ
う
。
こ

れ
ら
の

「恋

一
」
の

「題
不
知
」
歌

は
、
私
的
な
歌
合
、
歌
会
詠
や
屏
風
歌
で

あ
る
場
合
が
多
く
、
公
私
を
区
別
す

る
後
拾
遺
集

の
撰
集
意
識
の

一
つ
の
表
れ

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

多
様
な

「恋

一
」
歌
を
配
す
る
後
半
部
の
歌
は
、
序
詞
や
縁
語
、
掛
詞
を
用

い
た
技
巧
的
な
歌
や
、
新
し
い
歌
語
や
歌
枕
を
用
い
た
斬
新
な
発
想
の
恋
歌

や
、

東
国
風
俗
歌
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
比
較
的
簡
略
化
さ
れ
た
詞
書

の
多

い

「恋

一
」
に
あ

っ
て
、
長
文

の

詠
歌
事
情
を
記
す
女

へ
の
恨
み
の
歌
や
、
物
語
性
を
帯
び
た
長
文
の
詞
書

の
贈

答
歌
を
配
す
る
な
ど
、
題
詠
的
な
恋
歌
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
な
男
女
の
恋
歌

の
逸
話
を
載
せ
、
恋
歌
と
し
て
の
拡
が
り
を
持
た
せ
て
も
い
る
。

特
に
後
半
最
終
部
は
、
忍
恋

の
つ
ら
さ
や
悲
し
み
に
た
え
き
れ
ず
、
「恋
死
」

す
る
と
い
う
極
限
の
状
況
が
詠
わ
れ
、
最
終
歌
の
よ
う
な
裏
切
ら
れ
た
悲
し
み

(息

を
も

っ
て

「恋

一
」
を
終
わ
る
の
は
、
先
行
勅
撰
集
に
は
例
が
な

い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
後
拾
遺
集

「恋

一
」
は
、
四
巻
に
縮
小
し
た
恋
部

の
始

発
部
と
し
て
、
撰
者
は
恋
歌

の
パ
タ
ー
ン
を
様
々
な
視
点
か
ら
捉
え
、
伝
統
的

な
恋
歌
と
は
異
質
な
歌
風
を
形
成
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
、
入
集
歌
人
の
側
面
や
三
代
集
恋
歌
と

の
比
較
に
つ
い
て
も
検
討
を

試
み
る

つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
次
回
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

注(
1
)

(
2
)

　 　 　
543

)))

 

(
6
)

武
田
早
苗
氏

「後
拾
遺
集
の
四
季
歌

・
恋
部
の
構
成
に
つ
い
て
」
(「横
浜
国

大
国
語
研
究
」
2
、
昭
59

・
3
)

文
中
に
引
用
し
た
本
文
は
、
「新
編
国
家
大
観
」
に
拠
る
が
、
表
記
に
つ
い

て
は
改
め
た
所
も
あ
る
。

犬
養
廉
氏
他

『後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
』
下
巻
碯
歌

「詠
歌
事
情
」
項

藤
本

一
恵
氏

『後
拾
遺
和
歌
集
全
釈
』
下
巻
鏘
歌

「参
考
」
項

武
内
は
る
恵
氏

「『後
拾
遺
和
歌
集
』
の

「題
不
知
」
を
め
ぐ

っ
て
」
(「和

歌
文
学
研
究
」
第
五
十
五
号

・
昭
62

・
11
)

古
今
集
、
恋

一
・
巻
末
歌

・
題
不
知
、
読
人
不
知
、
附
奥
山
の
菅
の
根
し
の

ぎ
ふ
る
雪
の
け
ぬ
と
か
い
は
む
恋
の
し
げ
き
に

(21)



後
撰
集
、
「男
に
つ
か
は
し
け
る
」
、
読
人
不
知
、
㎝

な
が
ら

へ
て
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
事
の
葉
の
深
き
は
い
か
に
あ
は
れ
な
り
け
り

拾
遺
集
、
題
不
知
、
読
人
不
知

・
餅

君
を
の
み
思
か
け
こ
の
玉
く
し
げ
明
け
た
つ
ご
と
に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し

(22)
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