
後
拾
遺
集

「
恋

四
」
の
詞
書
を
め
ぐ
る
問
題

実

川

恵

子

一

詞
書

の
持

つ
本
来

の
性
質
と

い
う
も

の
に

つ
い
て
は
、
定
ま

っ
た
認
識
が
な

い
。

ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ

の
勅
撰
集

に
つ
い
て
も
、
固
有

の
問
題
が
あ

っ
て
同
等

に
は
扱

い
得
な

い
多
く

の
問
題
を
含

ん
で
い
る
。

し
か
し
、

お
お
よ
そ

の
解
釈

は
、
①
詠
作

さ
れ

た
背
景

で
あ

る
場
面

や
、
時

や
と

こ
ろ
の
記
述
②
出
典

の
表

示
③
題
材

の
表
示
、
な
ど
が
掲
げ
ら
れ

る
。
そ

し
て
、

こ
れ
ら

の
記
述

は
、
個

々
の
作
品
解
釈

の
指
標

と
も
な

る
べ
き
も

の
で
、
敢

え
て
言
う
な
ら
ば
そ

の
撰

者
独
自

の
作
品
理
解

の
規
定

と
も
言
う

べ
き
も

の
と

い
う
捉

え
方
も
可
能

で
あ

ろ
う
。
そ
う

し
た
考
え
方

か
ら
す
れ
ば
、
詞
書

の
持

つ
機
能

と
は
、
歌

と
密
接

な
関
係
を
有
す

る
も

の
で
あ

る
と
も
言
え

る
の
で
あ

る
。

一
そ

こ
で
、

尸
こ
う

し
た
詞
書
が
歌

に
及
ぼ
す
作
品
解
釈

へ
の
働
き
を
、
後
拾
遺

集

に
即
し

て
考
察

し
て
み
た

い
と
思
う
。

「
後
拾
遺
集

の
詞
書

に
つ
い
て
は
、

「
…
…
の
心
を
詠

め
る
」

の
よ
う
な
詞
書

σ
増
加
が
、
当
時

の
題
詠
意
識

の
顕
れ
と
呼
応
す
る
点
や
、
歌
合
題
絵
柄
な
ど

翁

寵

四
季
部
に
嘗

的
な
詞
書
の
記
蔡

多
数
見
ら
な

解

ま
農

雑

(3
)

部

に
顕
著

に
見
ら
れ
る
詞
書

の
長
文
化

の
現
象
、
そ

の
反
面
、
恋
部

に
於
け

る

.

(4
)

「
題

し
ら
ず
」
め
問
題
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
後
拾
遺
集

の
詞

書
を

め
ぐ

る
問
題
は
、
多

々
の
問
題
を
内
包
す

る
内
容
研
究

に
も
、

一
つ
の
新

し
い
視
座
を
投
げ

か
け

る
も

の
で
あ

る
と
思
わ
れ

る
。

文
中

で
使
用

し
た
本
文

は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
、
書
陵

蔵

本

に

拠

る
。

た
だ
し
、
表
記

に
つ
い
て
は
、
私

に
改
め
た
と

こ
ろ
も
あ
る
。

二

後
拾
遺
集

は
、
三
代
集

に
比
べ
、

「
題
し
ら
ず
」
詠
が
減
少
し
、
長
文
め

詞

書
が
増
加
す
る
傾
向

に
あ

る
。

こ
の
現
象

か
ら
も
明
確
な
よ
う

に
、
後
拾
遺
集

は
で
き

る
だ
け
歌

の
成
立
事
情

に
係
わ

ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
看
取
さ
れ

る
。
そ

の
傾
向

の
強

い
中

で
、
恋
歌
中

で
も
特

に

「
恋

四
」

は
総
じ

て
詞
書
が
簡
略

で

あ

る
。

本
稿

で
は
、
そ

の
詞
書
記
述

に
注
目
し

て
、
顕
著
な
現
象
が
見
受
け
ち
れ

る

「
恋
四
」
巻
を

中
心

に
、
そ

こ
に
内
在
す
る
問
題

に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と

に

し
た

い
。

(5
)

こ
の

「
恋
四
」
と

い
う
巻

に

つ
い
て
は
、
武

田
早
苗
氏
が
、
恋
愛

の
進
行
過

程

に
即
し
た
歌

の
配
列

で
は
な
く
、

「
恋
」
と

い
う
も

の
の
本
質
を
追
求
し

よ

う
と

し
た
観
念
的
な
詠
歌

で
占

め
ら
れ

る
、
と
述
べ
ら
れ

て
い

る

よ

う

に
、
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「
恋

四
」

は
、
特
異
な
性
格
を
荷

っ
た
巻
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ

で
は
、

こ
の

「
恋
四
」

の
六
二
首

の
詞
書

記
述
を
、
そ
の
記
述

内
容

の

性
格

か
ら
簡
単
に
分
類

し
て
見
る
と
、
大
体
次

の
よ
う
に
類
別

さ
れ

る
。

④

「
題
し
ら
ず
」

と
記
述

す
る
歌
、

35
首

(
う
ち

一
首
が
読

み

人

知

ら

ず

詠
、
あ
と
は
作
者
名
あ

り
)
、
五

六

・
五
%

⑧
恋
愛
状
況

を
記
述

し
、
詞
書
中

の
人
物
記
述

は

「
男
」
、
「
女
」
、
「
人
」
と

い
う

よ
う
な
普
通
名
詞

で
記
さ
れ

る
も

の
、

9
首
、

一
四

・
五
%

◎
固
有
名
詞

で
人
物
記
載
す

る
も

の
、

4
首
、
六

・
五
%

⑪
歌
合

の
名
称
を
記
述
す
る
も

の
、

5
首
、
八

・
一
%

③
単

に
、

「
女

に
つ
か
は
す
」
と

い
っ
た
簡
単

な
記
載

の
も
の
、

2
首
、

三

・
二
%

⑭
暦
日

の
記
載
と
、
「
人

に
つ
か
は
す
」
と
記
し
た
も
の
、
2
首
、

三

・
二
%

⑥
恋
愛
状
況

の
み

の
記
述
、
2
首

、
三

・
二
%

⑪
題
詠

の
記
述

、
1
首

、

一

・
六
%

こ

の
よ
う
に
分
類

し
た
詞
書
記
述

の
性
格

を
、

「
恋

四
」

の
歌

に
即

し
て
考

え
て
ゆ
き
た

い
と
思
う
。

三

(5
)

「
題

し
ら
ず
」
歌

に

つ
い
て
は
、
武

田
氏

や
武
内

は
る
恵
氏

に
詳
細
な
御
論

が
あ

り
、
そ
れ
ら

に
拠

る
と

こ
ろ
が
大
き

い
の
だ
が
、
私
な
り

に
い
ま

一
度
改

め
て

「
恋

四
」
と

い
う
巻
を
考
察
し

て
見

る
こ
と

に
し
た
。

(6
)

三
五
首

に
も

の
ぼ

る

「
題
し
ら
ず
」
歌

は
、
数
首
ず

つ
ま
と
め
ら
れ
て
配
置

さ
れ

る
。

こ
の
様
相

は
、
他

の
恋
部
と
は
異
な

っ
て
お
り
、
何

ら
か
の
文
学
的

な
意
図
を
示
し

て
い
る
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
で
は
、
・い
っ
た

い
、

こ
れ
ら

の

「
題
し
ら
ず
」
歌
は
、

「
恋
四
」
に
お

い
て
何

を
主
躾

し
て
い
る
の
だ

ろ
う

か
。
.

最

初

の

「
題
し
ら
ず
」
歌

は
、
次

の
四
首

で
あ

る
。

み
山
木

の
こ
り
や
し
ぬ
ら
ん
と
お
も

ふ
ま
に
い
と
ど
思

ひ
の
も

え
ま
さ
る

か
な

(
窩
、
元
真
)

い
は
し
ろ
の
森

の
い
は
じ
と
思

へ
ど
も

し
つ
く

に
ぬ
る
る
身
を

い
か
に
せ

ん

(
刪
、
恵
慶
)

あ
ぢ
き
な
し
わ
が
身

に
ま
さ

る
物
や
あ

る
と
恋

せ
し
人
を
も
ど
き
し
も

の

を

.

(
顎

好
忠
)

わ
れ
と

い
か
で

つ
れ
な
く
な
り

て
心
み
ん

つ
ら
き
人

こ
そ
忘
れ
が
た
け
れ

(
珊
、
和

泉
式
部

)

ヘ

へ

こ

窩

の
元
真
歌
は
初

句
を

「
み
山
木

の
こ
り
」
と
詠
み
、
樵

る
に
、
「懲

る
」
を

掛

け
、
ま
た
、

「
火

」

「
も
え
」
は
共
に

「木

」

の
縁
語
と

い
う
技

巧
的

な
詠

歌

で
あ
る
。
次

の
刪
も
、
初

旬
を

「
い
は
し
ろ

の
森

」
と
詠
み
、
共

に
木

に
関

連

す
る
語

か
ら
詠
出

さ
れ

る
。

こ
の
颶
も
前
歌
同
様

、
序
詞

や
ヤ
縁
語

を
用

い

た
手
法

を
と
り
、
そ
れ
ら

の
趣
向

に
重
点
を
置
く
詠

み
方

と
な

っ
て
い
る
。

続
く
、
好
忠
歌

衡
は
、

「
恋

せ
し
人
」
を
非
難

し
て
い
た
が
、
そ

の
状
態

を

自
ら
が
経
験
す

る
と
、
ま
さ

に
自
分

の
命

に
代
え

て
も
、
と
実
感
す

る
こ
と

で

あ

る
ど

い
う
心
情
を
詠
う
。
ま

た
、
次

の
嬲
歌

は
、
作
者
を
和
泉
式
部
と
す

る

が
、
桂
宮
本
や

『
思
女
集
』

に
典
拠
を
求

め
ら
れ

る
こ
と

か
ら
、
作
者
を
疑
う

必
要
が
あ
り
、
当
歌
は

当
つ
ら
き
人
」

に
対
す
る
想

い
を
詠
む
。

こ
の

一
連

の

「
題
し
ら
ず
」
歌
は
、
二
首
毎

に
同
類

の
歌
語
を

用

い

た

歌

や
、
技

巧
が
勝

っ
た
も
の
、
ま
た
は
自

己
の
心
情

に
絡

ま
せ
て
詠

じ
た
歌

な
ど

を
配
列
さ

せ
て

い
る
。

ま
た
、
元
真
、
恵

慶
、
好
忠
は
、

『
後
撰
集

』
撰
者
時
代

と
称

さ
れ

る
第

一

(7
)

期

歌
人
で
あ
る

こ
と
も
共
通

の
要
因
と
し
て
掲
げ

ら
れ

る
。
次

の
「
題

し
ら
ず
」

歌
は
、
道
済
歌

拗
の
、
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人

し
れ

ぬ
恋

に
し
死
な
ば
お
ほ
か
た

の
世

の
は
か
な
さ
と
人
や
お
も
は
ん

で
あ

る
。
真
奥
味

に
乏

し
く
、
詞

の
う
え
だ
け

で
詠

ん
だ
よ
う
な
観
念
的
な
詠

歌
で
あ
る
。
な

お
、
次
歌

捌
、
頼
宗
詠
も
、
初
句
を

「
人

し
れ
ず
」
と
詠
む
。

次
は
、

鵬
ど
囓
、

四
首

の

一
連

の

「
題

し
ら
ず
」
歌

で
あ

る
。

な
ぐ
さ
む
る
心
は
な
く

て
よ
も
す
が
ら

か

へ
す
衣

の
う
ら
ぞ

ぬ
れ

ぬ
る

(元
輔
)

世

の
中

に
あ
ら
ば
ぞ
人

の
つ
ら
か
ら
ん
と
思
ふ
に
し
も
ぞ
物

は
か
な
し
き

(
よ
み
人
し
ら
ず
)

夜
な
夜
な

は
め
の
み
さ
め

つ
つ
思

ひ
や
る
心
や
ゆ
き
て
お
ど
ろ
か
す
ら
ん

(
道
命
)

思

ふ
て
ふ
こ
と
は
い
は
で
も
思

ひ
け

り

つ
ら
き
も
今

は
つ
ら

し
と
思

は
じ

(
兼
盛
)

鵬
は
、
前

歌
窺
、
国
房

の

「
思

ひ
わ
び

か

へ
す
衣

の
袂

よ
り
散

る
や
涙

の
こ

ほ
り
な
る
ら
ん
」

の
二
句

「
か

へ
す
衣
」

に
続

い
て
、

こ
の
歌
語

を
詠

ん
で
い

る
。

こ
の
両
首
、
前
歌

は
、
題

詠
歌
で
、
ど

ち
ら
か
と
言

え
ば
実
感

に
は
乏
し

い
が
、
あ
る
種

の
簡
潔

さ
を
与

え
る
よ
う

な
詠
歌

で
あ
る
。
こ
の
鵬
か
ら

の
「題

し
ら
ず
」

の
四
首
は
、
道
命
歌

に
集

約
さ
れ
る
よ
う
な
自
ら

の
恋

の
体

験
を
踏

ま
え

た
、
内
面
的
な
表
現
行
為

に
よ
る
詠
歌

で
占
め
ら
れ

て
い
る
。

閏
近
き
梅

の
匂

ひ
に
朝
な
朝
な
あ
や
し
く
恋

の
ま
さ

る
こ
ろ
か
な

(
窩
、
能
因
)

あ

や
ふ
し
と
見
ゆ

る
と
だ
え

の
ま

ろ
橋

の
ま

う
な
ど

か
か
る
物
思

ふ
ら

ん

(
襌

相
模
)

世

の
中
に
恋

て
ふ
色

は
な
け
れ
ど
も

ふ
か
く
身

に
し
む
も

の
に
ぞ
あ

り
け

る

(
勁
、
和
泉

)

こ
れ
ら
は
、
能

因
歌
の

「
閨
近

き
」

と

い
う
新
造
語

へ
の
注

目
、

襴
歌

の
相

模
ら
し

い
詠
み

口
の
技
巧
的
な
詠
、
そ
し
て
、
和
泉
独
自

の
恋
を
色

に
た
と
え

た
感
覚
的
な
詠
歌
と
並
列
さ
れ
て

い
る
。

こ
の

一
連

の
歌
は
、
詞
書
記
載
な
ど

消
去
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
和
歌

の
独
立
性
を
も
感
じ
さ
せ
る
詠
歌
群

で
あ
ろ
う
。

こ
の
四
首
後

は
、
次

の
三
首

の

「
題

し
ら
ず
」
歌

で
あ

る
。

わ
が
袖
を
秋

の
草
葉

に
く
ら
べ
ぼ
や

い
つ
れ
か
露

の
お
き
は
ま
さ
る
と

(
獅
、
相
模
)

あ

り
そ
海

の
浜

の
ま
さ
ご
を

み
な
も
が
な

ひ
と

り
ぬ
る
夜

の
数

に
と

る
べ

く

(
颱
、
同
)

か
ぞ

ふ
れ
ぽ
空

な
る
星
も

し
る
も

の
を
な
に
を

つ
ら

さ
の
数

に
と
る
べ
く

(
鵬
、
長
能
)

窺
は
、
前
歌
、
道
済

の

「
庭

の
お
も

の
萩

の
う

へ
に
て
し
り
ぬ
ら
ん
物

お
も

ー

ふ
人

の
夜

半

の
た
も
と
は
」
を
受

け
て
お
り
、

「
草
葉

の
露
」

「
袖

の
上

の
露

(
涙
)」

を
歌
材

と
す
る
。
続

く
、
窃

・
蹴

の
両
首
は
、
発
想

の
転
換
を
ね
ら

っ

た
歌
を
並
べ

て
い
る
。

こ
の
歌
群

か
ら
、

二
首

の
暦
日
的
記
載
を
伴

っ
た
詞
書
歌

に
続

い
て
、

「
恋

四
」
巻
最
多
数

の

「
題

し
ら
ず
」
歌

七
首

の
歌
群
を
載

せ
て
い
る
。

た
ぐ

ひ
な
く
う
ぎ
身
な

り
け

り
思

ひ
し
る
人
だ

に
あ
ら
ぽ

と
ひ
こ
そ
は
せ

め

-

(
隅

和
泉
)

君

こ
ふ
る
心
は
ち
ぢ

に
く

だ
く

れ
ど

ひ
と

つ
も

う
せ
ぬ
物

に
ぞ
あ

り
け

る

(
跏
、
同
)

涙

河
お
な
じ
身

よ
り
は
な
が

る
れ
ど

恋
を
ば
け
た

ぬ
も

の
に
ぞ
あ
り
け
る

(
隅

同
)

わ
が
恋
は
ま
す
田

の
池

の
う
き

ぬ
な
は
く
る
し
く
て

の
み
年
を
ふ
る
か
な

(
鵬
、
小
弁
)

お
ほ
か
た
に
降

る
と
そ
見

え
し
五
月
雨

は
も

の
お
も

ふ
袖

の
名

に
こ
そ
あ
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り
げ
れ

(
蹴
、
道
済

)

よ
そ

に
ふ
る
人
は
雨
と
や
思
ふ
ら
ん
わ
が
目

に
ち
か
き
袖

の
し
つ
く
を

(
嬲
、
西
宮
前
左
大
臣
)

日

に
そ

へ
て
う
き

こ
と

の
み
も
ま
さ
る
か
な
く
れ
て
は
や
が

て
あ

け
ず
も

あ
ら
な
ん

(
嬲
、
同
)

こ
の

「
題

し
ら
ず
」
歌
群

は
、

「
恋

四
」

の
ち

ょ
う
ど
中
央
部

に

位

置

す

る
。
最
初

の
三
首
が
和

泉
式
部
詠
、
後
部

の
二
首

を
西
宮
前
左
大
臣

(源
高
明
)

の
詠

と
す

る
。

こ
の
後
拾
遺
集
所
収

の
高
明
歌

に

つ
い
て
は
、
清
水
好
子
氏

の

(8
)

御
著
書
等

に
詳

し
い
の
で
、
そ
れ

に
譲

る
が
、
後
拾
遺

集
以
前

の
勅
撰
集

で
は

全
く
入
集

の
な

か

っ
た
高
明
詠
が
、
突
然
十
首
と

い
う
入
集

を
見
る
。

こ
の
現

象

は
、
.明
ら

か
に
何
ら

か
の
特

別
な
撰
者

の
配
慮

で
あ
る
と

い
う
見
方

も
で
き

る
の
だ
ろ
う
。
そ

の
う
え
、

こ
の
十
首

の
う
ち
九
首

(
う
ち
五
首

が

「
恋

四
」

歌
)
ま

で
が
、
恋
歌

で
占
め
ら
れ
る

こ
と
も
、
後
拾
遺
集

の
高
明

歌

へ
の

一
つ

の
解
釈
と
考
え

る
こ
と
も

で
き
る
よ
う
だ
。

跏

・
蹴

の
和
泉
歌
は
、
い
ず

れ
も
経
信

の

『
難
後
拾
遺

』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、

跏
歌

の
恋

の
部

に
撰

入
し
た
理
由
や
、
歌

の
内
容

に
踏

み
入

っ
て
非
難

し
て
い

る
。
続
く

嬲

・
嬲
の
小
弁
詠

は
、
共

に
知
巧
的
な
詠
歌

で
、
そ

れ

ぞ

れ

「
涙

河
」
、
「
ま
す

田
の
池
」
と
、
水

の
縁

の
あ

る
歌
語
を
用

い
た
歌
を

並

べ

て

い

る
。
ま

た
、
次
歌

脳

・
嬲
も
同
様

に
、

「
五
月
雨
」
、
「
雨
」
を
詠
み
、
歌
材

に

共
通
性
が
見

い
出

せ
る
の
で
あ

る
。

嬲
は
、,
元
真

の
、

恋

し
さ

の
わ
す
ら
れ

ぬ
べ
き
も

の
な
ら
ば
な

に
し
か

い
け
る
身
を
も
恨
み

ん

で
あ
る
。

こ
の
前
歌
も
同
じ
元
真

歌
で
あ
り
、

こ
れ

に
は

「
天
徳
四
年

内
裏

歌

合

に
よ
め
る
」
と
詞
書

さ
れ
る
。

こ

の
嬲
歌
は
、

「
天
徳
四
年

内
裏

歌
合
」

の

撰
外
歌

で
あ
り
、
両
歌

の
区
別

の
意
を
含

ま
せ
、

「
題

し
ら
ず
」

と
付
す

こ
と

で
示
し
た

の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

こ

の
よ
う
な

「
題

し
ら
ず
」

歌
に

つ
い
て
、

ど
う
し
て
も
触

れ
な
け
れ
ば

な

ら
な
い
こ
と
に
、

「
独
詠
歌
」

の
問
題
が

あ
る
。

「
独

詠
歌

」
に

つ
い
て
、
後

藤
祥
子
氏

は
、

「
純
粋

に
自
己

の
心
や
り
の
た
め
に
、
内
部

の
表
現
欲
求

に
ご

(9
)

た
え
て
詠
ま
れ
、
あ

る
い
は
心
中

に
浮

か
ん
だ
歌

の
意
」

と
さ
れ
、

「
歌
だ
け

が
単
独

で
、

い
か
な

る
形

で
あ
れ
無
条
件

に
了
解
し

て
い
く
、
そ
う

い

っ
た
価

(10
)

値
を
持

つ
歌
が
題
不
知
歌

と
し
て
の
登
録

に
耐

え
た
と

い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
」

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う

し
た
詞
書

に
歌

の

一
切

の
説
明
を
排
除

し
よ
う
と

し
た
方
針

に
は
、
和
歌
本
来

の
本
質
を
見
直
そ
う
と

し
た
態
度
を
詠

み
と

る
こ

と
が

で
き

る
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

そ

の
詠
歌
態
度

の
源
流
を
溯
れ
ば
、
古
く
は

『
万
葉
』

の
、
大
伴
家
持
歌

に

見
ら
れ
る
よ
う
な
自

発
的

な
動
機
に
根

ざ
す
歌
と
称

さ
れ
る
独
詠
歌

に
、
そ
れ

を
詠
み
と
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。
自

ら
の
心
中

の
思

い
を
、
見

つ
め
、
歌

に
表

白

し
て

い
く

こ
と
が
、

「
独
詠
歌
」
の
本
質

で
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
姿
勢
が
、
時
代

を
経

て
そ
の
対
象

を
自
然

の
景
物

に
託

し
て
詠

う

方
向

へ
と
か
た
ち
を
変
え
、
平
安
中
期
以
降

に
見
ら

れ
る
好
忠

や
能
因
な
ど

の

歌
人

に
代
表
さ
れ

る
叙
景
歌
人

へ
と
継
承
さ
れ
て

い
く

の
で
あ

ろ
う
。
そ
う

し

た
点

で
は
、
後
拾
遣
集

「
恋

四
」

に
見
ら
れ

る
よ
う
な
和
泉
や
相
模

に
代
表
さ

れ

る

「
独
詠
歌
」
は
、
後

の
歌
会
歌
や
題
詠
歌
等

に
見
ら
れ

る
創
作
和
歌

に
何

ら

か
の
影
響

を
及
ぼ
し
た

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

四

次

に
掲
げ

る
の
は
、
詞
書
中

の
人
名
が
固
有
名
詞

で
記
載
さ
れ
た
場
合

で

あ

る
。

「
恋

四
」

に
は
四
例
し

か
見

ら

れ

な

い
。
因

み
に

「
恋

一
」
は
八

例
、

「
恋

二
」

一
五
例
、

「
恋
三
」
十
例
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
四
例
を
順
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に
列
挙
す

る
と
次

の
よ
う

で
あ
る
。

、中
納
定
頼
が
許

に

つ
か
は
し
け

る

あ

し
の
根

の
う
き
身

の
ほ
ど

と
知

り
ぬ
れ
ば
う
ら

み
ぬ
袖
も
浪
は
立
ち
け

り

,

(
盟
、
公

円
法
師
母
)

堀
川
右
大
臣

の
許

に

つ
か
は
し
け

る

恋

し
さ
の
う
き

に
ま
ざ

る
る
も

の
な
ら
ば
ま

た
ふ
た

た
び
と
君
を
見
ま
し

や

.

(
窺
、
大
弐
三
位
)

中
納
言
定
頼
が
許

に

つ
か
は
し
け

る

恋
し
さ
を
し

の
び

も
あ

へ
ぬ
空
蝉

の
う

つ
し
心
も
な
く
な

り
に
け

り

(
跚
、
大
和
宣
旨
)

小

弁
が
許

に

つ
か
ば
し
け
る

君
が

た
め
お

つ
る
涙

の
玉
な
ら
ば

つ
ら
ぬ
き
か
け
て
見

せ
ま
し
も

の
を

(
跏
、
経
信
)

定
頼
が

二
例
見
ら
れ

る
。

「定

頼
」

の
人

物

記

述

は

「
恋

一
」

に

一
例
、

「
恋
三
」

に
も

二
例
、
計
四
例
が
恋
部

に
見
ら
れ
る
。

こ
の
定

頼
の
詞
書

登
場

に

つ
W
て
、
武

田
氏

は
、
特
異
な
存
在
と
し

て
注
目
し
、
言
及

さ

れ
、

こ

の

よ
う
な

「
際

立

っ
た
人
物
像

の
創
出
」
は
、

「
説
話
文
学

の
発
展
興
隆
と
期
を

一
に
す
る
。
詞
書

に
逸
話
趣
味
的
傾
向
が
横
溢

す
る
の
も
、

こ
の
時
代
風
潮
と

(
11
)

け

っ
し
て
無
縁
で
は
あ

る
ま

い
」

と
さ
れ

る
。

全
体

に
詞
書

記
述
の
簡

略
化

と

い
う
傾
向

に
あ

っ
て
、

「
定
頼
が
許

に
つ
か

は
し
け
る
」
な
ど
と

い
う
詞
書

は
、

そ
の
個
人
名

を
意
図
的

に
表
出
さ

せ
る
効

果
も
あ
る

の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、

「
恋

四
」
と

い
う
巻

に
あ

っ
て
、
前
述

し
た

よ
う
な
武
田
氏

の
い
う

「
逸
話

趣
味

的
傾
向
」

と

い
え
る
の
だ

ろ
う

か
。
も
う

一
考

し
た
い
問
題

で
あ
る
。

歌
含
の
名
称

を
詞
書

の
中

に
明
記
し

た
歌

は
、
次

の
五
首

で
あ
る
。

:

承
暦

二
年
内
裏
歌
合

に
よ
め
る

恋
す
と
も
涙

の
色

の
な

か
り
せ
ば

し
ば

し
は
人

に
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し

・

(
鵬
、
弁
乳
母
ソ

天
徳

四
年
、
内
裏
歌
合

に
よ
め
る

君

こ
ふ
と
か
つ
は
清
え

つ
づ
ふ
る
ほ
ど
を

か
く

て
も

い
け

る
身
と
や
見

る

ら
ん

(
跚
、
藤
原
元
真
)

永

承
六
年

内
裏
歌
合

に

恨

み
わ
び

ほ
さ
ぬ
袖
だ

に
あ

る
も
の
を
恋

に
朽

ち
な
ん
名

こ
そ
惜

し
け
れ

(
瀰
、
相
模
)

永

承
四
年

内
裏
歌
合

に
よ
め
る

い

つ
と
な
く

心
そ
ら
な

る
わ
が
恋

や
ふ
じ
の
た
か
ね
に
か
か
る
白
雲

(
跏
、
相
模

)

う
し
と
て
も
さ
ら
に
思

ひ
そ

か

へ
さ
れ
ぬ
恋

は
う
ら
な
き
も
の
に
ぞ
あ

り

け
る

(
躅
、
堀
河
右

大
臣
)

こ
の
よ
う

に
歌
合

の
詠
と
明
記
し
た
詞
書

は
、
他

の
恋
部

に
は
な
く
、
歌
合

か
ら

の
出
典
を
強
調

し
た
記
述

で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
歌
合
歌

の
中

に

相
模

の
代
表
的
な
歌
、

鵬
歌
が
あ

る
の
も
、
興
味
深

い
点

と
い
え

よ
う
。

嬲
、

鵬
、

泌
は
、
入
道
摂
政
兼
家
と
道
綱
母

の
贈
答
歌

で
あ

る
。

女

の
許

に

つ
か
は
し
け

を

(
入
道
摂
政
)

わ
が

恋
は
春

の
山
べ
に

つ
け
て
し
を
も
え
出

で
て
君
が

め
に
も
見

え
な
ん

返
し

,

・

(
大
納
言

道
綱
母
)

春

の
野

に
つ
く
る
お
も

ひ
の
あ
ま
た
あ
れ
ば

い
つ
れ
を
君
が
も
ゆ
る
と
か

見

んお
な
じ
女

に

(
入
道
摂
政
)

°
春
日
野

は
名

の
み
な

り
け

り
わ
が
身

こ
そ
と
ぶ

ひ
な
ら
ね
ど
竜
え
わ
た
り
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け
れ

嬲

の
作
者

で
あ
る
道

綱
母
が

、
嬲
の
詞
書

に
は

「
女
」

と
い
う
普
通
名
詞

で

記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
次

の
躍
歌

も
敢

え
て

「
お
な
じ
女

に
」

と

記

述

す

る
。

こ
れ
ら

の
贈

答
歌
は
、

『
蜻
蛉

日
記

』
に
は
な
く
、
他

の
資
料

に
拠

る
も

の
だ
ろ
う
が
、

こ
う
し
た
普

通
名
詞

の
記
述

は
、
歌
物
語

の
地

の
文

や
、
私
家

集

の
詞
書

を
想
起

さ
せ
る
私
的

な
色
彩

を
感

じ
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

固
有

名

詞

で
は
な
く
、

あ
え
て
普
通
名
詞

で
人
物
記
載

す
る
と

い
う
こ
と
自
体

に
何

ら
か

の
意
図

す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

で
は
、

こ
の
三
首

の
内
容

に
踏

み
入

っ
て
み
よ
う
。

嬲
は
、
兼
家

の
道
綱
母

に
対
す
る
求
婚

の
歌
、
嬲
は
そ
れ
に
答

え
て
軽
く

い
な
し
た
道
綱

母
の
返
歌
、

そ
し

て
蹤

の
常
套

的
な
意

志
表
示

の
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
別

に
特

異
な
恋

愛
状
況
を
詠

ん
だ
わ
け

で
も
な
く
、
内
容

的

に
は
、
初

期

の
恋
愛

状
態
を
詠
ん

だ

「
恋

一
」

に
、
入
集
さ
れ
る
べ
き
歌

々
だ

っ
た
よ
う
に
思

わ

れ

る
。
し

か

し
、
そ
れ
が
特

に

「
恋
四
」

の
終
盤
部

に
近

い
と

こ
ろ

に
配
置
さ
れ
て

い
る

の

は
、

い
か
な

る
意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。

道
綱
母

の
詠
が

「
恋

二
」

㎜
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
次

の
よ
う
な
歌

で
あ
る
。

入
道
摂
政
、
九
月
ば

か
り

の
こ
と

に
や
、
夜
が
れ

し
て
侍
り
け

る
つ
と

め
て
、
文

お
こ
せ
て
侍

り
け

る
返

り
事

に

つ
か
は
し
け

る

き

え
か

へ
り
露
も

ま
だ

ひ
ぬ
袖

の
う

へ
に
け
さ

は
し
ぐ

る
る
空
も
わ
り
な

し

詠

歌
事
情

は
比
較
的

長
文

の
詞
書

に
よ

っ
て
語
ら
れ
、
詞
書

と
歌
が
不
即
不

離

の
関
係

を
有

し
て
い
る
。
恋
歌

に
お
い
て
は
、
そ

の
両
者

の
関

わ
り
や
そ

の

状

況
を
詞
書

に
説
明

し
、
歌

を
詠
出
す

る
と

い
う
の
が

一
般
的
な
あ

り
方
な

の

だ
ろ
う
。

そ
れ
が
、

そ
れ
ら

を

一
切
省
き
、

た
だ
対
象

と
な

る
人
物
だ
け
を
普

通
名

詞
で
記
す

と

い
う

こ
と
は
、
異
な

っ
た
面

で
歌

の
解

釈
を
試

み
よ
う
と
し

て
い
る

一
つ
の
顕
れ

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

つ
ま
り
、
兼
家
と
道
綱
母

の
恋
愛

の

エ
ピ

ソ
ー
ド
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
極
め

て
簡
略

で
作
意
的
な
部
分
さ
え

持

つ
よ
う
な
詞
書

の
記
載

に
、
歌
物
語
的
な
世
界
を
匂
わ

せ
る
あ

た
り
に
、

こ

の
よ
う
な
普
通
名
詞

で
記
載
す

る
詞
書

の
意
図
す
る
と

こ
ろ
が
あ

つ
た
も

の
と

も
考

え
ら
れ

よ
う
。

二
月
ば

か
り
に
人

の
許

に

つ
か
は
し
け

る

藤
原
道
信
朝
臣

褞

つ
れ
づ
れ

と
思

へ
ば
な
が
き
春

の
日

に
た
の
む

こ
と
と

は
な
が

め
を
ぞ
す

る

五
月

五
日
に
人

の
許

に

つ
か
は
し
け
る

和
泉
式
部

鵬
ひ
た
す

ら
に
軒

の
あ

や
め
の

つ
く
づ
く
と
思

へ
ぽ

ね
の
み
か
か
る
袖

か
な

こ
こ
に
掲
げ

た
二
首

は
、
詞
書

に
暦

日
記
述

の
あ

る
歌

で
あ

る
。
後
拾
遺
集

の
四
季

部

の
暦
艮
的
展
開

に

つ
い
て
は
、
既

に
述

べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

こ

の
暦
日
記
載
は
、
窩
歌
の

「
な
が
き
春

の
日
」

を
導

き
出
す
要
素

や
、

次
の
和

泉

歌
で
は
、
五
月
五
目
に
縁
あ
る
序
詞

を
用

い
て
い
る
。

こ
う
し
た
歌

と
の
関

連

に
お

い
て
暦
目
記
載
の
詞
書

を
並
列
さ
せ
る
の
も
、
後
拾
遺
集

独
自

の
暦

日

の
重
視
と

い
う
点
を
考
慮
し
て

の
記
載
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

㎜

(
相
模
)
窩

(
西
宮

左
大
臣
)
は
共

に

「
忍
び
て
物

お
も
ひ
け
る

こ
ろ
よ

め

る
」
と

い
う
詞
書
を
付
す
。
単

に
そ

の
恋
愛

の
状
況

の
み
を
記
す
と

い
う
方

法

は
、
そ

の
例
を
恋
部

に
は
見
な

い
。

ま
た
、
次

の
よ
う
な
題
詠

の
記
述
も
あ
る
。

冬
夜
恋
を

よ
め
る

藤
原
国
房

お
も

ひ
わ
び

か

へ
す
衣

の
た
も
と

よ
り
ち

る
や
涙

の
こ
ほ
り
な

る
ら

ん

こ
の
歌

は
、
前
歌

(
刪
、
堀
河
右
大
臣
)

の

「
袖
を

お
ほ
ひ

つ
つ
な
く
」
を

受
け

て
、
配
列
さ
れ

た
歌

で
あ

ろ
う
。
そ
し

て
そ

の
題
意
を

コ
涙
の
こ
ほ
り
」

「
か

へ
す
衣
」

に
込

め
た
技
巧
法

を
と

っ
て
い
る
。

一97一



五

「
恋

四
」

の
詞
書
記
述

の
特
色

は
、
そ

の
時
代
相
を
色
濃
く
反
映
し

て
い
る

点

に
あ

る
。
前
述

し
た
詞
書
記
述

の
分
類

か
ら
も
明
確
な
よ
う
に
、

「恋

四
」

は
他

の
恋
巻

と
は
異
な

っ
た
分
類
意
識
が
持
ち
込
ま
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ

の
顕
著
な
現
象
が
、

「
題

し
ら
ず
」
と

い
う
詞
書

で
あ
る
。

「
恋
四
」

の

場
合
、

こ
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
は
技
巧
的
な
手
法

で
詠
出
さ
れ
、
そ

こ
に
趣

向

を
詠

み
と
る
よ
う
な
歌

の
場
合
や
、
自

己

の
心
情

の
表
白

に
主
眼
を
置
く
歌

に

付
さ
れ

た
傾
恂

が
強

い
よ
う

で
あ
る
。
敢
え
て
、
詳
細

な
詠

歌
状
況

を
必
要
と

は
せ
ず
、
そ
れ
ら
を
削
除

し
て

い
く
方
向

か
ら
、

歌
独
自

の
主
張
を
試

み
よ
う

と
し
た
姿
勢
と
も
理
解

で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
ゑ

。
言

い
換
え
れ
ば

、
享
受

者

を
意
識
せ
ず
に
噛

一
歩

し
り
ぞ

い
て
、
客
観
的

に
心
情

を
表
現
す

る

「
独
詠

歌
」

で
あ
る
。

こ
の

「独
詠

歌
」

が

「恋

四
」

に
は
多
く

入
集

す

る

の

で

あ

る
。
そ
う
し
た
意
味

で

「
恋

四
」
と

い
う
巻

は
、
観
念
的

な
詠
が
多

い
と

い
う

こ
と
も
充
分

理
会

で
き

よ
う
。
そ

の
巻
末

の
二
首

は
、

こ
の

「
恋

四
」
と

い
う

巻

を
象
徴

し
て
い
る
よ
う
な
次

の
詠
歌

で
あ

る
。

涙

こ
そ
あ

ふ
み
の
海

と
な

り
に
け
れ
見

る
め
な

し
て
ふ
な
が

め
せ
し
ま

に

(
興

相
模
)

白
露

も
夢
も

こ
の
世
も

ま
ぼ

ろ
し
も

た
と

へ
と
い
は
ぽ

ひ
さ

し
か
り
け

り

(
觀
、
和
泉
)

こ
の
巻

を

と

じ

る

巻
末
を
、
'柑
模
、
和
泉
詠
を
並
列
さ

せ
た
撰
者

の
企

て

に
、
女
歌
評
価

へ
の
意
欲
を
も
感
じ
さ

せ
て

い
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

ま

た
、
歌
合

の
撰
外
歌
を

「
題
し
ら
ず

」
と
し
て
区
別
す
る
方
法
、
特
定

の

人
物
名

の
記
述
や
、
歌
物

語
的
な
詞
書
記
述
、
暦
目
的
記
述

な
ど
、

「
恋
四
」

の
詞
書

は
、
撰
者

の
独
特
な
創
意

の
も
と

に
生
ま
れ
、
そ

の
編
纂

に
も
、
か
な

り
細
や

か
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
も

の
と

い
う
捉

え
方
も
可
能

な

の
で
は
な

か
ろ

う

か
。
そ
う

し
た
考

え
方

か
ら
す

る
と
、
後
拾
遺
集

に
女
歌

の
果

し
た
役
割

は

非
常

に
大
き

い
と
言

わ
ざ

る
を
得
な

い
だ

ろ
う
。
そ

し
て
ま

た
、
女
歌

は
こ
の

後
拾
遺
集
成
立
期

に
大
き
く
変
質
し

た
と
も
言
え

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

〈
注
〉

,

(
1
)

井
上
宗
雄
氏

「
再
び

『
心
を
詠
め
る
』

に
つ
い
て
」
(
「立
教
大
学
日
本
文
学
」

39
号

・
昭

52

・
12
)

(
2
)

川
村
晃
生
氏

「
『後
拾
遺
集

』
巻
頭
歌
群
を

め
ぐ

っ
て
」

(「和
歌
文
学

研

究
」

42
号

・
昭

56

・
4
)

(
3
)

拙
稿

「
『後
拾
遺
集

』
の
雑
歌
を

め
ぐ

っ
て
」

(「立

正
女
子

大
学
短
期

大
学
部

研

究
紀
要
」
10
号

・
昭

50

・
12
)

(
4
)

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
号

・
昭

59
6
3
)

(
5
)

武
田
氏
前

掲
書
。

(
6
)

武
吋

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

』
55
号

・
昭
62

・
11
)

(
7
)

こ
の
記
名
作
者

の

「
題
し
ら
ず
」
歌
を
武
内
氏

は
、

「
恋

四
」

に
28
首
と
し

て

掲
げ
ら
れ

る
。

こ
の
数
値
は
、
ど

の
よ
う
な
規
準

で
数
え
ら
れ
た
も

の
か
、
疑

問

で
あ
る
。

(8
)

上
野
理
氏

『
後
拾
遣
前
後
』

(笠
間
書
院

・
昭

51
)
五
三
三
頁
。

(
9
)

『
源
氏
物
語
論

』

(塙
書
房

・
昭

58
)

(10
)

『
和
歌
大
辞
典
』

「
独
詠
歌
」

の
項
。

(11
)

「
独
詠
歌
論
」
(
「国
文
目
白
」

7
号

・
昭

34

・
3
)

(
12
)

武
田
氏

「
後
拾
遺
集

の
詞
書
を
み
ぐ

っ
て
」
(「中
古
文
学
」

39
号

・
昭
62

・
5
)
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