
●

「
別
」

の
抒
情

後
拾
遺
集

「別
」
歌
を
め
ぐ

っ
て

実

川

恵

子

生
涯

の
中

で
、
人
と

人
を
結
ん
だ
絆

や
血

縁
関
係

に
よ

っ
て
営
ま

れ
た
愛
情

は

、
あ

る
時
空

に
よ

っ
て
引
き
裂

か
れ

る
こ
と
が
あ

る
。

「
別
」

の
歌

は
、

こ

う

し
た
人
間
同
士

の
別
れ

の
悲
哀

の
感
情

や
惜

別

の
思

い
を
す
く

い
上
げ
「
別
」

と

い
う

一
つ
の
形

に
織

り
成

し

て
い
く
。

後

拾
遺
集
は
、
巻

八
に
三
十
九
首

の
別

れ
の
歌
を
配
列
さ
せ

た
。

撰
者
通
俊

は

こ

の
別
れ

の
歌
群
を

明
確
な
編
纂
意
図

に
よ

っ
て

一
個

の
有
機
的

構
造
体
と

(注
こ

し

て

の
意
味
や
機
能
を
持

た
せ
た
よ
う

で
あ

る
。
で
は
、

こ
の
よ
う

に
構
成
さ

れ

た

「
別
」

の
歌
は
、
ど

の
よ
う

な
抒
情
世

界
を

現
出
し

て
い
る
の
か
。
ま
た

歌

人
た
ち
は

「
別
れ
」
と

い
う

人
間

の
具
体
的

な
悲
哀

を
ど
う
受
け
と

め
、
ど

う
表

現
し
た

の
だ

ろ
う

か
。

そ
ん
な
単
純
な
疑

問
か
ら
後
拾
遺
集

の
別
れ

の
歌

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
と

思
う

。

祭
主
輔
親

田
舎

へ
ま

か
り
く
だ
ら
ん
と

し
け
る
に
、

野

の
花
山

の
紅
葉
な

ど
は
誰
と
か
見

ん
と
す

る
と

い
ひ

て
つ
か
は

し
け

る

恵
慶
法
師

紅
葉

み
ん

の
こ
り

の
秋
も

す
く
な
き

に
君
な

が
ゐ
せ
ば
誰
と
を
ら
ま

し

か

へ
し

祭
主
輔
親

を

し
む

べ
き
宮
こ

の
紅
葉
ま

た
散
ら
ぬ
秋

の
う
ち

に
は
か

へ
ら
ざ

ら
め
や

巻
頭
を

飾
る
別
れ

の
贈
答

歌
で
あ
る
。
恵
慶
と
輔
親

は
か
な
り

の
年
齢

差
を

こ
え
た
親
交

が
認
め
ら
れ
、
恵
慶

歌

の
五
句

「君

な
が
ゐ
せ
ば
誰
と
を

ら
ま

し
」

に
は
、

ス
ト
レ
ー
ト
な
感
慨

が
込
め
ら
れ
印
象

に
残

る
。
ま
た
、
同
歌

詞
書
中

　

の
田
舎

は
、
場
所
を
限
定

し
な

い
も

の
い
い
で
、
次

歌
6

の

「
宮

こ
」
と

対
比

　

的
な
雰

囲
気

を
持
ち
、
わ
び

し
さ
が
ひ
と
き
わ
募

る
。

こ

の
思

い
が
け

な

い
先

輩
格
、
恵

慶
か
ら

の
惜
別

の
辞
を
受

け
と
め
る
輔
親

の
心
お
ど

る
よ
う

な
想

い

が
詠
歌

か
ら
響

い
て
く
る
。

当
歌

は
古

今
集

「
離
別
」
巻

頭
歌
、
在
原
行
平

の

「
立
ち
わ
か
れ

い
な
ば

の
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山

の
峰

に
お
ふ
る
松
と

し
き

か
ば
今
帰
り

こ
む
」

と
は
趣
を
異

に
す
る
。
後
拾

遺
集

で
は
、
別
れ

に
よ

っ
て
残
る
も

の
、
送

ら
れ
る
も

の
の
両
者

の
心
情
が
表

明
さ

れ
る
こ

の
巻
頭
歌

に
、
別
れ

の
歌
本
来

の
持

つ
心

の
伝
達

の
意

味
が
込
め

ら
れ

る
。

ヨ

続
く

三
首
目

の
別
れ

の
歌
は
、
源
道
済

6
歌
の
、

4

田
舎

へ
下
り
け

る
人

の
も
と

に
ま
か
り

た
る
け

る
に
、
侍

ら
ざ

り
け
れ

ば

家

の
柱

に
書
ぎ
付

け
る

つ
ね

な
ら
ば
あ
は

で
帰

る
も

な
げ
か
じ
を

み
や
こ

い
つ
と

か
人
の

つ
げ

つ
る

当
歌

は
、
『
道
済
集
』

に

「
あ
る
人

の
田
舎

へ
下
る
と
聞
き

て
行
き
た
る

に
、

出

で
け

る
程
に

て
会
は

で
帰

り
し
か
ば
」
と

詞
書
さ
れ

て
載

る
。
本
集

に
あ

る

「
家

の
柱

に
書
き

付
け

る
」
と

い
う
叙
述
は

な

い
。

こ
の
歌
は
、
具
体
的
な

別
れ

の
感
情
は
表

現
さ
れ
ず

に
そ
の
状
況
だ
け
が
示

さ

れ

る
こ
と

で
よ
り

別

れ

の
落

胆

が
語

ら

れ

て

い
る
よ
う

に
思
う

。

で
は

、

「家

の
柱

に
書
き
付
け

る
」

と

い
う
叙
述

は
何
を
意
味
す

る
の
か
。
「
い

つ
も
な

ら
ば
会

わ
な

い
で
帰

っ
て
も
嘆
く

こ
と

は
な

い
の
だ
が

、
今

回
は
都
か
ら

の
旅

立
ち

と
聞

い
て
胸
が
騒

い
で
か
け

つ
け

た
が
、
残
念
な

が
ら
会
う
こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
。
」
と

い
う

そ
の
思

い
が
、

「家

の
柱

に
書
き

つ
け

る
」
行
為
と
な

っ

た

の
で
あ
ろ
う
か
。
主

の

い
な

い
家

の
柱

に
書
き

つ
け

た
歌
こ
そ
悲
哀
を
感

じ

さ

せ
る
も

の
は
な

い
。

『
道
済
集

』

の
当

該
歌

詞
書

に
も

な

い
こ
の
詞
書
表
記

が
示

す
も

の
と
は
何
か

。
こ

の

「柱

に
書
き

つ
け
る
」

と

い
う
語
句

の
例

は
こ

の
他
次

の
三
例
が
認

め
ら
れ
る
。

あ
ひ
知
り
た

る
人

の
も
と

に
行
き

た
る

に
、
家

は
昔

の
ま
ま

に
て
主

の

〆

な
く
な
り

に
け

れ
ば

、
柱

に
書
き
付
く

昔
見

し
宿
は
変
ら
ず
あ
り

な
が
ら
あ

る
じ

は
な
く
も
な
り

に
け

る
か
な

(
『道
済

集
』

53
)

修

行

に
出

で
立
ち

け
る

B
、

よ
み
て
右

近

の
む
ま
ば

の
柱

に
書

き

つ
け

侍

り
け
る

と
も
す

れ
ば
よ
も

の
山
べ
に
あ
く
が

れ
し
心
に
身
を
も
ま
か

せ

つ
る
か
な

む

(後
拾
遺
集

・
雑

三

・
増
基
法
師

02
)
ユ

岩
清
水

に
ま

ゐ
り

て
侍
け

る
女

の
、
杉

の
木

の
も
と

に

住
吉

の
松
を

い
は
ひ

て
侍
け

れ
ば

、
か
み

の
社

の
柱

に

書
き

つ
け
侍
り

け
る

さ
も

こ
そ
は
宿

の
か
は
ら
め
住
吉

の
松
さ

へ
す
ぎ

に
な
り

に
け
る
か
な

　

(後
拾
遺
集

・
神
祇

・
よ
み
人
し
ら
ず

17
)
1

『
道
済
集

』

の
例
は

鰡
歌

に
通
じ

、
主
な
き

家

の
寂
寥
感

が
表

出
さ
れ

る
。

か

っ
て
心
を
通
わ

せ
た
主
は
既

に
な
く
、
記
憶

の
中

の
家

は
昔
と
変

ら
ず

に
あ

る
。
そ

の
惜

別
の
情
は
和
歌
を

「柱

に
書
き

つ
け

る
」
行

為
に
走
ら

せ
た

の
で

む

あ

ろ
う

か
。
ま
た

、
後
拾
遺
集

、
増
基
法
師
詠

02
は
修
行

の
決
意
を

.・「柱

に
書

ユ

　

き

付
」
け
、
神
祇

歌

17
は
神

の
坐
所
が
変
わ

っ
た

こ
と
で
松
が
杉

に
変
わ

っ
て

ユ

し
ま

っ
た

こ
と
を

嘆
き
、

歌
を
神

の
社

の

「柱

に
書
き

つ
け
」

た

の
で
あ

る
。

い
ず
れ
も
歌
を
書

き
記
す
と

い
う

詞
書
表
記

の
あ

る
こ
と
で
、
歌
わ

れ
て

い
る

抒
情
が
更

に
強
調
さ
れ
る
と

い
う

効
果
も
あ

る
よ
う

な
気
が
す
る
。

そ

の
よ
う

に
考
え
る
と
、

こ
の
別
れ

の
歌

の
こ
う

し
た

「
家

の
柱

に
書

き

つ

け
る
」
と

い
う

詞
書
は
、
後
拾
遺

提
者

の
意
識

的
な

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
に
よ
る
詞
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書
表
記

へ
の
介

入
と

い
う
性
格
も
考

え
ら
れ

る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

「
別
」
巻

に
は
女
性
作
者
詠

は
少

な
く
、

五
首
を

数
え
る

に
す
ぎ

な

い
②
そ

う

し
た
中

で
目
を
引
く

の
が
相
模
と

赤
染
衛
門
詠

で
あ
る
。
次

の
よ
う

な
別
れ

の
歌
を
詠
出
し

て

い
る
。

源
頼
清
朝
臣

、
陸
奥

国
果

て
て
、
ま

た
肥
後
守

に
な

り

て
下
り
侍
り

け
る
を
、
出
立
ち

の
所
に
誰
と
も

な
く

て
さ
し

お
か
せ
け
る

た
び
た
び

の
千
代
を

は
る
か

に
君

や
見

ん
末

の
松
よ
り
生

の
松
原(相

模

血

)

嘉

言
、
対
馬

に
な
り

て
下
り
侍
け

る
に
、

人
に
代
り

て

つ
か
は
し
け
る

厭

は
し
き

わ
が
命
さ

へ
行

く
人

の
帰
ら

ん
ま

で
と
惜
し
く
な
り

ぬ
る(同

躪

)

一
首
目
は
、

「
陸
奥
守

と
な

っ
て
末

の
松

山
を
見

、
ま
た

肥
後
守
ど

な

っ
て

筑
紫

の
生
の
松
原
を
ご
ら

ん
に
な
る
。
松
寿
千
年

と

い
う
か
ら

に
は
、
千
年

の

行
く
末

を
あ
な

た
は
は

る
か

に
ご

ら
ん

に
な
る

の
で
し

ょ
う

。」

と
松

に
よ

っ

て
旅
立
を

予
祝
し
た
別

れ
の
歌
で
あ
る
。
続
く

鰡
歌
は
代
作
歌
だ

が
、
別
れ

に

際
し

て
送

る
人

へ
の
純
粋
な
至
情

が
平
明
な
中

に
も

あ
ふ
れ

て
い
る
。

赤
染
衛

門
詠

(
194
)
は
、
男
女

の
別
れ
を
描
き
出
す

歌
群

に
認

め
ら

れ
る
。

こ
の
歌

は
道
貞
と

離
別
し
た
和
泉

式
部
を
気
づ

か
う

著
名
な
歌

で
、
道
貞

と

式
部

の
別

れ
の
心
を

推
し
測

る
慈
愛

に
満
ち
た
歌
と

な

っ
て
い
る
。
赤
染

の
こ

う
し
た
婉
曲
な

が
ら
も
穏
や
か
な
詠

法
は
別
れ

の
抒
情

と
し

て
胸

に
訴
え

る
も

の
が
あ
る
。
撰
者
通

俊
も

赤
染
歌
を

評
価
し

て
お
り

、
和
泉
式
部
、
相
模

に
次

い
で
多
数
入
集

さ
せ
る
結

果
と
な

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
ま

た
、
詞
書
は
夫
婦

間

に
生
じ
た
男
女

の
別

れ
を

賜
示
す

る
。
撰

者
道
俊

の
女

歌
評
価

の
撰
歌
と

し
て

意

味
を
見

い
出
せ

る
歌
と

い
え
る
だ

ろ
う

。

次

に
注

目
し
た

い
の
が
、

「
別
」
巻

に
お
け

る
僧
侶
歌

で
あ

る
。

七
首

の
僧

侶
歌

は
、
恵
慶
法
師

や
増

基
法
師
、
慶
範

法
師
四
首
、
連
敏
法

師

二
首
は
後
拾

遺
集

に
多

数

の
歌
を

入
集

す
る
が
、
他

の
堪
円
法
師
、
良
勢
法

師
、
寂
昭
法
師

は

こ
の

「
別
」
巻

に
の
み
載

せ
る
僧
侶
歌

人
で
あ
る
。

そ
し

て
、
更

に
僧

侶
を

中
心
と

す

る
別
れ

の
歌

が
五
首

ず

つ
二
歌
群

(
嫻

～
83
、
95
～

99
)
に
わ
た

っ
て
配
さ
れ

て

い
る
こ
と
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な

い
。

　

　

　

後
拾
遺
集

に
お
け
る
僧
侶
歌

人

の
増
大

の
傾
向

は
既

に
指
摘

さ
れ
る
が
、
特

に

そ

の
入
集

が
、
多

い
の
が

こ

の

「
別
」

や

「羇

旅
」
巻

で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な

状
況
を
も

と
に
ま
ず
僧
侶
歌

の
別
れ

の
歌

に
み
る
叙
情
性
、

そ
し

て
歌
群
と
し

て
の
僧
侶

歌
に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

前

述
し
た

よ
う

に

「
別
」

巻

頭
歌
に
恵

慶
法
師
と

輔
親

の
贈

答
歌
を

置
き
、

別
歌
本
来

の
持

つ
そ

の
抒
情

は
送
る
者
と
送
ら

れ
る
者

の
心
情
を

写
し
出
す

こ

と
を
意
味

さ
せ
た
。
そ
う
七
た

別
れ

の
歌

の
本
質
を

こ

の
僧
侶
詠

の
巻

頭
歌
は

荷

っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
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橘
道
貞
式

部
を
忘
れ

て
陸
奥

国

に
下
り
侍

け
れ
ば
、

式
部

が
も

と

に

つ
か

は
し
け
る

ゆ
く

人
も

と
ま
る
も

い
か

に
思
ふ
ら
ん
わ
か
れ

て

の
ち

の
ま
た

の
別
れ
を

東

へ
ま
か
る
と

て
、
京
を

出
つ
る

日
よ

み
侍

り
け
る

都

い
つ

る
今
朝

許
だ
に
は

つ
か
に
も
あ
ひ

み
て
人
を
別
れ
ま
し
か
ば



こ

の
巻

頭

の
贈
答

歌
に
続
く

増
基
法
師

詠

(
64
)

は
、

『増
基

法
師
集

』
中

　

の

「遠

江
日
記
」
冒
頭

に
位

置
す
る
歌

で
、
詞
書

は

「
こ
れ
は
と
う

た
あ

ふ
み

の
日
記
三

月
十
日
、
あ

づ
ま

へ
ま

か
る

に

つ
つ
み

て
あ

ひ
み

ぬ
人
を
お
も

ふ
」

と
記

し
て

い
る
。
歌
集

の
表
記
に
従
え
ば

、
こ
の
歌

は
遠
江

の
出
発

に
あ

た

っ

て
恋
人

へ
の
贈
歌
と

し
て
も

詠
め
る
が
、
後
拾
遺
集

は
相
手
を
想
起

さ
せ
る
よ

う
な
別

歌

の
解
釈
と
は
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、

い
と
し

い
恋

人

へ
の

別
れ
を

願
望

す
る
心

の
吐
露

し
た
よ
う
な
独
白
歌

の
趣
を
持

つ
歌

に
な

る
。
こ

の
歌
は
会
え

ぬ
ま
ま
別
れ
を
む

か
え
ざ
る
を
え
な

い
作
者

の
悲
嘆
が

こ
め
ら
れ

る
。
撰
者

通
俊
は
出
典
と

し
た
家
集
詞
書
を
あ
え

て
こ
の
よ
う
な
自
身

の
嘆
き

の
歌
と
と

ら
え
る
よ
う
な
詞
書

に
改
変
さ
せ
た
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
。

次

の
僧
侶

歌
は
堪
円
法
師

の
詠

(
73
)
、

4

筑
紫

に
下
り

て
侍
り
け

る
に
、
上
ら
む
と

て
家
主

な

る
人
の
も
と

に

つ
か
は
し
け
る

山

の
端

に
月
影
見
え
ば

思

い
で
よ
秋
風
吹
か
ば
我
も
忘

れ
じ

堪
円
法
師

は
、
生
没
年

、
伝

記
は
未
詳
だ

が
彰
考
館

、
陽
明
文
庫
本
勘

物
は

「
伊

予
国
人
、
延

暦
寺
、

阿
闍
梨
」

と
し
、

『左

経
記
』

に
見
ら

れ
る

「堪

圓
」

(注
二
)

と
同

一
人
と

の
指
摘
も
あ

る
。
後

拾
遺
集

に
本
歌

の
み

の
入
集

で
あ

る
。

当

歌
は
、
東

上
す

る
自

分
を
東

の
山
端

の

「
月
」
、

西

の
地

か
ら

の
家

あ
る

じ

の
心
を

「
秋
風
」

に
た
と
え

た
非
常

に
素
直

な
惜

別

の
歌

で
あ

る
。

心
に
訴

え
る
叙
情
性

を
感
じ
さ
せ

る
。

こ
の

「
別
」
歌

に
僧
侶
を

中
心
と
す

る
、

そ
の
前

半

の
群
頭

に
配
さ
れ
た

の

が
慶
範

法
師

の
詳
細
な
詞
書
を

持

つ
次

の
歌

で
あ

る
。

筑
紫

へ
下
る
人
に
む
ま

の
は

な
む

け
し
侍
と

て
、

人

人
酒

た
う

べ

て
ひ
ね
も
す

に
遊
び

て
、
夜

や
う

や
う

更
け

ゆ
く

ま
ま
に
、
老

い
ぬ
る
ご
と
な
ど
を
言

ひ
出

だ

し
て
よ
み
侍
り
け
る

誰
よ
り
も
我

ぞ
悲
し
き
め
ぐ
り

こ
ん
ほ
ど
を
松

べ
き
命

な
ら
ね
ば

(
974
)

筑
紫

へ
下
向
す

る
人

の
別
れ

の
宴

で
酒
を
飲
み
、
夜

が
更

け
る

に
つ
れ

て
年

齢

の
こ
と

に
話

が
及
ん
で

い

っ
た
時

の
詠

歌
事
情
が

切
々
と
述
べ
ら
れ

る
。
老

年

に
な

っ
て
か
ら
の
別
れ
と

い
う
も

の
は
再
会
を
果

た
す

こ
と

が
な

い
と

い
う

予
感
と
そ

の
た
め

の
切
実
な
悲

し
み
が
取
り
巻

く
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
想

い

が
、
詳
細
な

詞
書

に
綴
ら
れ
た
経
緯

と
あ

い
ま

っ
て
響

い
て
く
る
。
そ

の
よ
う

な
作
者

の
心
情
を
よ
り
強
く
喚
起
さ
せ

て
い
る
の
が
詞
書
表
記
な

の
で
あ
ろ
う
。

続
く
読

み
人
知
ら
ず
と
良
勢
法
師

の
贈
答

歌

(
80

・
81
)
も

先

の
慶
範
法
師

譜4

湘4

歌
と
同
趣

の
も

の
で
あ
ろ
う
。

筑
紫

よ
り
上
り

て
後
v
良
勢
法
師

の
許

に

つ
か
は
し
け
る

別

る
べ
き
仲

と
知
る
知
る
む

つ
ま

じ
く
な
ら

ひ
に
け
る
ぞ
今

日
は
く

や
し
き

返

し

な
ご
り
あ

る
命

と
思
は
ば
と
も
つ

な

の
又
も

や
く

る
と

待
た
ま
し
物
を

こ
の
二
人

の
関
係
は
不

明
だ
が
、

「
む

つ
ま

じ
く

な
ら
ひ

に
け

る
」
仲

の
両

ユ

者

の
別

れ
の
歌
と
読
め

る
。

8
の
良

勢
法
師
歌

は
、
縁
語
や
掛
詞
を
な

に
げ
な

　

く
駆
使

し
た
詠
法
が
技
法

に
と

ら
わ
れ
る

こ
と

な
く
離
別
を
超
え
た

死
別
の
余

感
を
感

じ
さ
せ
る
実
感
を
伴

っ
た
別
れ

の
歌
と

な

っ
て

い
る
。

　

　コ

後

拾
遺

集

の

「
別
」
巻
を
締

め
く
く

る
終
盤

の
三
首

(
49
～
49
)

に

つ
い
て

十



ふ
れ

て
お
き

た

い
。

寂

昭
法

師
、
入
唐
せ

ん
と
て
筑
紫

に
ま
か
り

下
る
と

て
、
七

月
七
日
船

に
乗

り
侍

り
け
る

に

つ
か
は

し
け
る

大
納
言
公
任

天

の
川

の
ち

の
今

日
だ

に
は

る
け
き

を

い
つ
と
も
知

ら
ぬ
船
出
か
な
し
な

入
唐
し
侍
り

け
る
道
よ
り

、
源
心
が
も
と

に
送
り
侍
り

け
る

寂
昭
法
師

そ

の
ほ
ど
と
契

れ
る
旅

の
別

れ
だ

に
逢

ふ
こ
と
ま
れ

に
あ
り

と
こ
そ
聞
け

成
尋
法
師
も

ろ
こ
し

に
わ
た

り
侍

り

て
の
ち
、
か

の
母
の
も

と

に
つ
か

は
し
け

る

読
人
し
ら
ず

い
か
ば
か
り
空
を

あ
ふ
ぎ

て
な
げ
く

ら
ん

い
く
雲

ゐ
と
も

し
ら
ぬ
別
れ
を

こ
れ
ら
三
首
は
、
異

国

へ
の
旅
立
ち

の
別
れ
を
主
題

に
し
た
歌
で
、
時
間
的

空

間
的
秩
序

に
従

っ
て
配
列
さ

れ
た

。
こ

の
異
国

へ
の
別
れ
は
、
不
安
と
再
会

を

成
し
得
な

い
辛
く
悲

し

い
運
命
と

し
て
受

け
と
め
ら

れ
た
に
違

い
な

い
。

そ

の
人
間
の
別
れ
の
感
情

の
極
ま
り
が

こ
れ
ら

の
歌
と
な

っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。

こ

の
僧
侶
歌

人
、
寂

昭
も
成
尋
も

共
に
再
び
帰

る
こ
と

な
く
異
国

の
地

で
没

し

て
い

っ
た
。

別
れ
に
及
ん

で
送

る
者

と
送
ら
れ

る
者

の
純

粋
な
抒
情
が
、
歌

を
ひ
き
立

て
る
簡
潔

な
詞
書

に
支
え

ら
れ

て
悲
し
み

の
世

界
を

創
り
出
し

て

い

る
と

い
え

よ
う
。
ま

た
、
前
半

の
僧

侶
歌
人
歌
群

に
比

べ
、
更

に
別
離
歌
と

し

て
精
神

の
深
ま

り
も

見
せ
る
。

「
別
」

の
末

尾
を
飾
る

の
は
、
読
人
し
ら
ず
と
す

る
が
、
彰
考
館
文
庫
本
勘

物
に
あ

る

「実

、
慶
義
上
人

母
、

中
納
言
経
通
家
女
房
」

で
あ
り
、

こ
の
母

な

る
女
性
は
成

尋
法
師

母
と
親

し

い
間
柄

の
女
性

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
成

尋

法
師

入
宋
後

、
高
齢

で
あ

っ
た
成

尋
法

師
母

の
異

国
の
子
と

の
別
離

の
悲
嘆
を

慰

め
る

こ
の
歌
を
も

っ
て

「
別
」
巻

は
と
じ
ら
れ

て

い
る
。

こ

の
最
終
歌

の
撰

者

通
俊

の
配
列
意

識
に
関
し
、
前
歌
寂

昭
法
師
詠
と

の
関
連

や
成
尋
法
師
入
宋

の
事
件

な

ど

が
編
纂

意

識

に
大
き

な
影

響

を
与
え

た

こ
と
も
指

摘

さ

撫
罷
。

「
別
」
巻

尾
に

こ
の
異

国

に
あ

る
子
を

思
う
老
齢

の
母

へ
の
慰
撫

の
歌
を
置
く

こ
と

は
、
そ

の
直
接

的
な
母
な

る
嘆
き

で
は
な
く
、
そ

の
間
の
事

情
を
知

る
読

み
人
知
ら
ず

の
女
性

が
こ

の
悲
嘆
を
受

け
と
め
、
慰

み
の
歌

と
し

て
再
構
成

さ

せ
て

い
る
と

こ
ろ
に

一
つ
の
抒
情
性
を

認
め
る

こ
と
が

で
き

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
こ

の
子
と

の
、
ま
た
母
と

の
別
れ
は
人
間

の
運
命

と

い
う
普
遍
的
な

テ
ー

マ
を
投

げ
か

け
、
切

々
と

し
た
余

韻
を
残

し
、

「別
」

巻

の
抒

情
を
集
約

さ
せ
て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

「
別
」
巻

す

べ
て

の
詠
歌

に
及
ん

で
考
察
す

る
こ
と
は

で
き

な
か

っ
た
が
、

後
拾
遺

集

の

「別
」
巻

は
、
形
態
的

に
は
古
今
集
を
踏
襲

し
て

い
る
が
、
そ

の

叙
情

的
世
界
は
大
き
く
変

貌
し
た
と
も

い
え

る
。
別
れ
と

い
う
状

況

の
諸
相
を

人
と

人
と

の
関
係
性

の
中

で
と
ら
え
直

し
、
そ
こ

に

一
つ
の
抒
情

世
界
を
創
り

出

そ
う

と
す

る
新
た

な
試

み
も
感
じ
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
に
は
歌
を
理
解

す

る
上

で
重
要
な
働
き
を

持

つ
詞
書
表

記

の
問
題
が
掲
げ
ら

れ
る
。
撰
歌
し
た

歌

の
配
列
に
際

し
て
当
然

撰
者

の
歌

の
解

釈
や
思
考
が
大
事

な
要
素
と
な

っ
て

く

る
。
そ
う
し
た
中

で
、
後
拾
遺
集
は
人

と
人

の
別
れ

の
中

で
生
じ

て
く
る
関

係
性

を
軸
に
し

て
撰

歌
し
、
別
れ
と

い
う
も

の
を
血
族

や
姻
威
と

い
う

一
つ
の
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枠

の
中
で
く
り
広
げ
ら
れ

る
感

情
や
思
考

の
諸
相
と

し

て
別
れ

の
歌

に
描
き

出

し
た
と

い
え

よ
う
。
そ

の
結

果
、
詞
書
表
記

に
は
別
れ

の
対
象
と

な

っ
た
人
物

や
そ
の
状
況
、
場
な
ど
が

三
十

九
首

の
す

べ
て
の
別
れ

の
歌

に
記

さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
点
古
今
集
離

別
歌

に

「
題
知
ら
ず
」
歌

が
多

数

載

る
こ
と

と
反
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う

な
状
況
と
相
ま

っ
て
撰
者
通
俊

に
よ
る
詞
書
表
記

へ
の
介

入
と

い

う
問
題
も
あ

る

い
は
考
え
ら

れ
る
か
も
知
れ
な

い
。

別
れ

の
歌

の
主
題
を

読
者

に
向
け

て

い
か
に
そ

の
抒
情
性
を
訴

え
る
か
、
新

た
な
創
造
性

へ
の
試

み
が
詞

書
表
記
と

い
う

部
分
に
向
け
ら

れ
た
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

ま
た
、

こ

の

「
別
」
巻

の
僧

侶
歌

の
抒
情
性
評
価

と

い
う
点
も
見
逃

せ
な

い

事
実

で
あ

ろ
う

。
こ

の
僧
侶
歌

七
首
と
、
僧
侶
を

中
心
と
し
た
別

れ
の
歌
十
首

は

二

つ
の
歌
群

に
分
け
ら
れ

て
、
そ

の
主
張
を
異

に
し
た
。
掉
尾
を
飾

る
別
れ

の
歌
を
、

こ
う

し
た
僧
侶
た
ち

の
別
れ

に
及
び

、
再
会

を
果
た
せ

ぬ
苦

し

い
想

い
や
そ
の
悲
哀

の
深
さ
を
詠
う

こ
と
で
、

こ
の

「
別
」

巻

の
人
間

の
永

遠
で
持

続
的
な
問

題
と
、
そ
こ

に
起

こ
る
人
間
た
ち

の
抒
情
世
界
を
抽
出

し
て
見
せ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
別
れ
は

、
様

々
な
人
間

の
情
愛

を
異
空
間

に
葬

っ
て
し
ま
う
。

し
か

し
、
そ

の
記
憶
は
忘
却

さ
れ
る
こ
と
な

く
人

の
心

に
刻

み

つ
け
ら
れ
る
は

ず

で
あ

ろ
う

。

(注

一
)

橋
本
健
氏

「後

拾
遺
集

『別
』

の
構
造
」

(国
語
と

国
文
学

昭

50

・
1

)

(注

二
)

川
村
晃
生

氏

『
後
拾
遺
和
歌
集

』
注
記

(和
泉
書
院

平
3
)

(注

三
)

橋
本

不
美

男
氏

『
王
朝
和
歌
史

の
研
究
』

(笠
間
書
院

昭

47
)

文
芸
賞

(第
二
四
回
)
に
つ
い
て

文
芸

賞

は
、

課
外

の
創

作

・
評

論

活
動

に
お
け

る

優
れ

た
成

果
を

検

証
す

る

た
め

に
、

応
募

作

品
注

、

優

れ
た
作

品

を
提

出

し
た

現

代

文
化

学
科

の
学

生

に
贈
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

平
成

一
四
年

一
月

三

一
日
締
切

の
今

回
、
応

募

作

品
は

、
小

説

一

編

の
み

で
あ

っ
た
。
現

代
文
化

学
科

教
員

全
員

に
よ
る
選

考

の
結
果

、

小

説

「
白

雪
姫
」

(大

胡

綾
香

一
年
)

に
対

し

、

「
奨
励

賞
」

を

、

贈

る

こ
と

に
決

定

し
た

。
作

品

は

、
独

泊
性

に
欠
け

る

部
分

が
認

め

ら

れ

受

賞

に
は

至

ら

な
か

っ
た
が

、

そ

の
努

力

は
大

い
に
評

価

で
き

、

今
後

の
健

闘

に
期
待

し
、

「
奨
励

賞
」

が
贈

ら

れ
た

。

残
念

な

が
ら

文
芸

賞

の
受

賞

は
今

回
も

な

か

っ
た

が
、

来
年

度

に

向

け

て
更

に
充
実

し
た
作

品
を

期
待

し

た

い
と

思

い
ま
す

。

【
奨
励
賞

】

小
説

【白

雪
姫

】

一
年

大

胡
綾
香

な

お
、

第

二
五

回
文

芸
賞

作

品
募

集

は

、
平

成

一
五
年

一
月

ご
二

日
締

切

で
行

な
わ

れ
た

。
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