
「
信
夫
山
」
の
「
紅
葉
」

―
―
院
政
期
題
詠
恋
歌
に
関
す
る
一
考
察
―
―

長
谷
川
範
彰

一

十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
が
和
歌
史
に
お
け

る
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の

頃
、
和
歌
の
主
流
は
日
常
詠
か
ら
題
詠
へ
と
移
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
題
詠
に

お
け
る
詠
法
や
表
現
も
大
き
く
変
化
し（
１
）た。
恋
の
題
詠
歌
も
こ
の
「
和
歌
の

題
詠
化
」
の
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
他
の
題
よ
り

も
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

院
政
期
以
降
、
恋
題
が
急
速
に
細
分
化
、
多
様
化
し
て
い
っ
た
状
況
が
先

学
諸
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お（
２
）り、

題
の
細
分
化
、
多
様
化
を
題
詠

の
発
達
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
す
る
な
ら
ば
こ
の
時
期
が
恋
の
題
詠
歌
の
本
格

的
な
始
発
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
題
の

細
分
化
、
多
様
化
が
詠
法
の
発
達
や
深
化
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い（
３
）る。
で
は
、
そ
の
題
詠
恋
歌
の
詠
法
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、「
信
夫
山
」
を
詠
ん
だ
恋
歌
を
例

に
と
り
、
題
詠
恋
歌
の
詠
法
の
深
化
の
様
相
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

平
安
時
代
、
福
島
県
福
島
市
の
辺
り
は
陸
奥
国
信
夫
郡
に
属
し
て
い
た
。

こ
の
信
夫
郡
が
登
場
す
る
最
も
有
名
な
和
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』（
以
下

『
古
今
集
』
と
す
る
。
他
の
勅
撰
集
も
こ
れ
に
準
ず
る
）
に
収
め
ら
れ
た
、

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
む
と
思
ふ
我
な
ら

な
く
に

（
恋
四
・
七
二
四
・
源（
４
）融）

だ
ろ
う
。

「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
に
つ
い
て
は
信
夫
郡
特
産
の
乱
れ
模
様
の
摺
り
染

め
と
す
る
説
と
し
の
ぶ
草
に
よ
っ
て
摺
っ
た
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
後

者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「「
陸
奥
の
」
は
、「
陸
奥
の
信
夫
郡
（
今
の
福
島
市

の
あ
た
り
）
と
「
し
の
ぶ
草
」
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
し
の
ぶ
草
」

の
枕
詞
と
な
っ
て
い（
５
）る」

と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
信
夫
郡
が
詠
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
福
島
市
の
市
街
地
中
心
部
に
聳
え
る
小
高
い
丘
が
「
信
夫
山
」
で
あ

る
。
こ
の
「
信
夫
山
」
も
和
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
最
も
早
い
例
と
し

て
『
伊
勢
物
語
』
の
次
の
章
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。

む
か
し
、
陸
奥
の
国
に
て
、
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
妻
に
通
ひ
け
る

に
あ
や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
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し
の
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
奥
も
見
る
べ
く

女
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
、
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
を

見
て
は
、
い
か
が
は
せ
ん
は
。

（
十
五（
６
）段）

ま
た
、
先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
仁
和
年
間
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
『
民

部
卿
家
歌
合
』
の
「
郭
公
」
題
で
の
詠
、

住
む
里
は
し
の
ぶ
の
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
こ
の
し
た
声
ぞ
し
る
べ
な
り
け

る

（
四
番
・
左
・
七
）

が
あ
る
。
こ
の
他
に
詠
作
年
時
は
不
明
だ
が
、
西
本
願
寺
本
『
貫
之
集
』
に
、

み
ち
の
く
に
へ
く
だ
る
人
を
ゝ
し
め
る

か
り
ご
ろ
も
す
る
な
に
お
へ
る
し
の
ぶ
や
ま
こ
え
ん
人
こ
そ
か
ね
て
を

し
け
れ

（
五
五（
７
）五）

と
い
う
例
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
の
後
暫
く
の
間
「
信

夫
山
」
の
用
例
は
見
出
せ
な
く
な（
８
）る。

「
信
夫
山
」
が
和
歌
史
上
に
再
び
姿
を
見
せ
る
の
は
二
百
数
十
年
後
に
成

立
し
た
『
千
載
集
』
に
お
い
て
で
あ
る
。『
千
載
集
』
で
は
「
信
夫
山
」
を

詠
ん
だ
歌
が
三
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。

暮
天
郭
公
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る

仁
和
寺
法
親
王
守
覚

ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
初
声
を
し
の
ぶ
山
ゆ
ふ
ゐ
る
雲
の
そ
こ
に
鳴
く
な
り

（
夏
・
一
五
七
）

（
題
し
ら
ず
）

祝
部
宿
禰
成
仲

君
こ
ふ
る
涙
し
ぐ
れ
と
ふ
り
ぬ
れ
ば
し
の
ぶ
の
山
も
色
づ
き
に
け
り

（
恋
一
・
六
九
〇
）

（
題
し
ら
ず
）

二
条
院
前
皇
后
宮
常
陸

い
か
に
せ
む
し
の
ぶ
の
山
の
し
た
も
み
ぢ
し
ぐ
る
る
ま
ま
に
色
の
ま
さ

る
を

（
恋
一
・
六
九
一
）

こ
の
三
例
と
い
う
数
字
を
多
い
と
み
る
か
少
な
い
と
み
る
か
は
難
し
い
と

こ
ろ
だ
が
、
た
と
え
ば
古
く
か
ら
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
、
古
来
多
く

の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
「
竜
田
山
」
の
『
千
載
集
』
に
お
け
る
用
例
数
が

三
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、『
伊
勢
物
語
』
以
来
ほ
と
ん

ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
信
夫
山
」
が
三
例
も
見
出
せ
る
と
い
う

こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
千
載
集
』
に
お
い
て
再
登
場
を
果
た
し
た
「
信
夫
山
」
で

あ
る
が
、
そ
の
詠
ま
れ
方
を
み
る
と
、
一
首
は
「
郭
公
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
、

残
る
二
首
は
「
色
づ
き
に
け
り
」（
六
九
〇
番
歌
）、「
し
た
も
み
ぢ
」（
六
九

一
番
歌
）
と
あ
り
、「
紅
葉
」
に
色
づ
く
「
信
夫
山
」
の
情
景
が
詠
ま
れ
て

い
る
。「
郭
公
」
を
詠
ん
だ
一
五
七
番
歌
の
場
合
は
、
前
掲
『
民
部
卿
家
歌

合
』
の
「
住
む
里
は
…
…
」
歌
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
信

夫
山
」
は
「
郭
公
」
の
歌
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
忍
び
音
」
と
い
う
表

現
と
音
声
的
共
通
性
を
有
し
て
お
り
、
一
五
七
番
歌
に
お
い
て
み
ら
れ
る

「
信
夫
山
」
と
「
郭
公
」
の
組
み
合
わ
せ
に
は
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
一
方
で
、「
紅
葉
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
六
九
〇
番
歌
・
六
九
一
番
の

両
歌
に
つ
い
て
は
や
や
唐
突
な
感
が
否
め
な
い
。
し
か
も
こ
の
両
首
が
と
も

に
恋
歌
で
あ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
首
の
詠
作
年
時
は
不

詳
だ
が
、
詠
作
者
か
ら
み
て
十
二
世
紀
半
ば
以
降
と
推
定
さ
れ（
９
）る。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
信
夫
山
」
が
な
ぜ
『
千
載
集
』
に
お
い
て
再
び
登
場

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
と
く
に
三
首
中
二
首

が
「
紅
葉
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
も
が
恋
歌

で
あ
る
点
に
注
目
し
、「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
そ
し
て
「
恋
」
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
。「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
は
な
ぜ
結
び
つ
け
ら
れ
た
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の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
「
恋
」
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
観

点
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

二

先
述
し
た
よ
う
に
「
信
夫
山
」
の
初
出
は
前
掲
の
『
伊
勢
物
語
』
所
収
歌

で
あ
り
、
そ
の
後
何
首
か
用
例
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
十
世
紀
前
半
以
降
姿

を
消
し
、
二
百
数
十
年
を
経
た
『
千
載
集
』
ま
で
用
例
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。

『
千
載
集
』
六
九
〇
番
歌
・
六
九
一
番
歌
の
両
首
に
共
通
す
る
の
は
「
信
夫

山
」
と
「（
時
雨
に
色
づ
く
）
紅
葉
」
そ
し
て
恋
歌
と
い
う
三
点
で
あ
る
。

で
は
「
信
夫
山
」
と
「
恋
」、「
紅
葉
」
と
「
恋
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
紅
葉
」
と
「
信
夫
山
」
と
の
隔
た
り
に
比
す
な
ら
ば
、「
恋
」
と
「
信

夫
山
」
と
の
そ
れ
は
無
い
に
等
し
い
。

片
桐
洋
一
氏
は
、
歌
枕
の
成
立
過
程
を
次
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
特
定
の
本
歌
な
ど
に
よ
っ
て
、
歌
に
よ
ま
れ
る
自
然
的
事
物
事

象
が
特
定
の
人
事
的
事
象
心
象
と
結
合
し
得
る
こ
と
を
、
い
わ

ば
通
念
と
し
て
一
般
が
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も

の

（
二
）
そ
の
言
葉
が
、
本
来
の
役
割
と
し
て
は
自
然
的
事
物
を
指
し
示

す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
的
事
象
を
表
わ
す
別

の
語
と
音
声
的
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
誰
も
が
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も（

１０
）の

『
千
載
集
』
の
「
信
夫
山
」
の
用
例
を
こ
の
二
つ
の
分
類
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
な
ら
ば
（
二
）
の
分
類
に
該
当
す
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
信

夫
山
」
は
「
し
の
ぶ
」
と
い
う
「
人
事
的
事
象
」
と
音
声
的
に
共
通
し
て
い

る
。
こ
の
「
し
の
ぶ
」
と
い
う
語
は
恋
歌
に
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
点
か
ら
い
え
ば
「
信
夫
山
」
が
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
の
は
き
わ
め
て
自
然

な
成
り
行
き
と
い
え（

１１
）る。
そ
も
そ
も
「
信
夫
山
」
の
初
出
例
は
、
先
に
み
た

よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す
る
男
が
女
に
送
っ
た
恋
歌
で
あ
り
、
こ
の

点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
片
桐
氏
の
分
類
（
一
）
に
当
て
は
ま
る
と
み
る
こ

と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
信
夫
山
」
と
「
恋
」
は
結
び
つ
く
条
件
が
整
っ
て
お
り
、

む
し
ろ
、
こ
の
『
千
載
集
』
六
九
〇
番
歌
・
六
九
一
番
歌
の
時
点
ま
で
恋
歌

に
詠
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、「
紅
葉
」
と
「
恋
」
の
関
係
で

あ
る
。「
紅
葉
」
は
古
く
か
ら
恋
歌
に
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
状
況
に

つ
い
て
八
代
集
を
例
に
と
り
確
認
し
て
み
た
い
。

「
紅
葉
」
の
恋
歌
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ

は
、
移
ろ
う
木
の
葉
に
相
手
の
心
変
わ
り
を
み
る
も
の
で
あ
る
。
八
代
集
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
を
し
た
も
の
と
し
て
は
次
の
十
三
首
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

思
ふ
て
ふ
事
の
は
の
み
や
秋
を
へ
て
色
も
か
は
ら
ぬ
物
に
は
あ
る
ら
む

（
古
今
集
・
恋
四
・
六
八
八
）

（
題
し
ら
ず
）

素
性
法
師

秋
風
に
山
の
こ
の
は
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

（
古
今
集
・
恋
四
・
七
一
四
）

（
題
し
ら
ず
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）
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千
千
の
色
に
う
つ
ろ
ふ
ら
め
ど
し
ら
な
く
に
心
し
秋
の
も
み
ぢ
な
ら
ね

ば

（
古
今
集
・
恋
四
・
七
二
六
）

（
題
し
ら
ず
）

小
野
小
町

今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ
に
け

り

（
古
今
集
・
恋
五
・
七
八
二
）

（
題
し
ら
ず
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

し
ぐ
れ
つ
つ
も
み
づ
る
よ
り
も
言
の
葉
の
心
の
秋
に
あ
ふ
ぞ
わ
び
し
き

（
古
今
集
・
恋
五
・
八
二
〇
）

か
れ
が
た
に
な
り
け
る
人
に
、
す
ゑ
も
み
ぢ
た
る
え
だ
に
つ
け
て

つ
か
は
し
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

今
は
て
ふ
心
つ
く
ば
の
山
見
れ
ば
こ
ず
ゑ
よ
り
こ
そ
色
か
は
り
け
れ

（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
七
四
）

わ
ざ
と
に
は
あ
ら
ず
時
時
も
の
い
ひ
侍
り
け
る
女
、
ほ
ど
ひ
さ
し

う
と
は
ず
侍
り
け
れ
ば

よ
み
人
し
ら
ず

高
砂
の
松
を
緑
と
見
し
事
は
し
た
の
も
み
ぢ
を
し
ら
ぬ
な
り
け
り

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
三
四
）

返
し

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

時
わ
か
ぬ
松
の
緑
も
限
な
き
お
も
ひ
に
は
猶
色
や
も
ゆ
ら
ん

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
三
五
）

あ
ひ
か
た
ら
ひ
け
る
人
の
家
の
松
の
こ
ず
ゑ
の
も
み
ぢ
た
り
け
れ

ば

よ
み
人
し
ら
ず

年
を
へ
て
た
の
む
か
ひ
な
し
と
き
は
な
る
松
の
こ
ず
ゑ
も
色
か
は
り
ゆ

く

（
後
撰
集
・
雑
一
・
一
一
二
一
）

（
女
の
許
に
つ
か
は
し
け
る
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

下
紅
葉
す
る
を
ば
し
ら
で
松
の
木
の
う
へ
の
緑
を
た
の
み
け
る
か
な

（
拾
遺
集
・
恋
三
・
八
四
四
）

元
良
の
み
こ
ひ
さ
し
く
ま
か
ら
ざ
り
け
る
女
の
も
と
に
、
紅
葉
を

お
こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

思
ひ
い
で
て
と
ふ
に
は
あ
ら
ず
秋
は
つ
る
色
の
限
を
見
す
る
な
り
け
り

（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
六
九
）

太
政
大
臣
か
れ
が
れ
に
な
り
て
四
月
ば
か
り
に
ま
ゆ
み
の
も
み
ぢ

を
見
て
よ
み
は
べ
り
け
る

藤
原
兼
平
朝
臣
母

す
む
人
の
か
れ
ゆ
く
宿
は
と
き
わ
か
ず
草
木
も
秋
の
色
に
ぞ
あ
り
け
る

（
後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
一
七
）

題
し
ら
ず

伊
勢

言
の
葉
の
う
つ
ろ
ふ
だ
に
も
あ
る
も
の
を
い
と
ど
時
雨
の
ふ
り
ま
さ
る

ら
む

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
四
一
）

春
に
な
り
て
と
そ
う
し
侍
り
け
る
が
、
さ
も
な
か
り
け
れ
ば
、
う

ち
よ
り
、
ま
だ
と
し
も
か
へ
ら
ぬ
に
や
と
の
た
ま
は
せ
た
り
け
る

御
返
事
を
、
か
へ
で
の
も
み
ぢ
に
つ
け
て

女
御
徽
子
女
王

か
す
む
ら
ん
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
し
ぐ
れ
つ
つ
す
ぎ
に
し
秋
の
紅
葉
を
ぞ

見
る

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
四
六
）

御
返
し

天
暦
御
歌

今
来
む
と
た
の
め
つ
つ
ふ
る
言
の
葉
ぞ
と
き
は
に
見
ゆ
る
紅
葉
な
り
け

る

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
四
七
）

千
五
百
番
歌
合
に

右
衛
門
督
通
具

こ
と
の
は
の
う
つ
り
し
秋
も
す
ぎ
ぬ
れ
ば
わ
が
身
し
ぐ
れ
と
ふ
る
涙
か

な

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
三
一
九
）

題
し
ら
ず

相
模

色
か
は
る
萩
の
し
た
葉
を
み
て
も
ま
づ
人
の
心
の
秋
ぞ
し
ら
る
る
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（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
五
三
）

た
と
え
ば
『
古
今
集
』
七
二
六
番
歌
は
、
相
手
の
心
の
移
ろ
い
と
秋
の
木

の
葉
の
色
変
わ
り
を
重
ね
て
い
る
し
、『
後
撰
集
』
六
七
四
七
番
歌
も
「
こ

ず
ゑ
よ
り
こ
そ
色
か
は
り
け
れ
」
と
相
手
の
心
変
わ
り
を
詰
る
。

こ
の
よ
う
に
「
紅
葉
」
は
相
手
の
心
変
わ
り
を
恨
み
、
嘆
く
と
き
に
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
発
想
の
根
底
に
は
、「
心
し
秋
の
」（
古

今
集
・
七
二
六
）、「
心
の
秋
」（
古
今
集
・
八
二
〇
）、「
人
の
心
の
秋
」（
新

古
今
集
・
一
三
五
三
）
と
い
っ
た
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、「
秋
」
は
「
飽

き
」
に
通
じ
る
と
い
う
当
時
の
通
念
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
う
一
つ
の
詠
み
方
と
し
て
、「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」
を
組
み
合
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
王
朝
和
歌
に
お
い
て
は
、
木
の
葉
は
露
や
時
雨
に
濡
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
色
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

神
な
月
時
雨
も
い
ま
だ
ふ
ら
な
く
に
か
ね
て
う
つ
ろ
ふ
神
な
び
の
森

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
五
三
）

白
露
も
時
雨
も
い
た
く
も
る
山
は
下
葉
残
ら
ず
色
づ
き
に
け
り

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
六
〇
）

秋
は
来
ぬ
竜
田
の
山
も
見
て
し
か
な
し
ぐ
れ
ぬ
さ
き
に
色
や
変
は
る
と

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
三
八
）

『
古
今
集
』
二
五
三
番
歌
は
「
時
雨
」
の
降
る
前
に
「
神
な
び
の
森
」
が

色
づ
い
た
と
詠
み
、
同
二
六
〇
番
歌
は
「
白
露
」
や
「
時
雨
」
に
濡
れ
て
染

ま
る
山
の
景
色
を
詠
む
。『
拾
遺
集
』
一
三
八
番
歌
は
「
時
雨
」
が
降
る
前

に
「
竜
田
山
」
は
色
づ
く
の
か
見
て
み
た
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
紅

葉
は
時
雨
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
発
想
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
露
や
時
雨
に
よ
っ
て
木
の
葉
が
色
づ
く
と
い
う
通
念
を
背
景

に
し
た
恋
歌
が
八
代
集
に
も
多
く
見
出
せ
る
。

（
返
し
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

く
れ
な
ゐ
に
涙
し
こ
く
は
緑
な
る
袖
も
紅
葉
と
見
え
ま
し
も
の
を

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
一
二
）

公
任
卿
家
に
て
も
み
ぢ
、
あ
ま
の
は
し
だ
て
、
こ
ひ
と
み
つ
の
題

を
人
人
に
よ
ま
せ
け
る
に
、
お
そ
く
ま
か
り
て
人
人
み
な
か
く
ほ

ど
に
な
り
け
れ
ば
、
み
つ
の
だ
い
を
ひ
と
つ
に
よ
め
る
う
た

藤
原
範
永
朝
臣

こ
ひ
わ
た
る
人
に
見
せ
ば
や
松
の
葉
の
し
た
も
み
ぢ
す
る
天
の
橋
立

（
金
葉
集
二
度
本
・
恋
下
・
四
二
二
）

国
信
卿
家
歌
合
に
初
恋
の
心
を
よ
め
る

源
兼
昌

け
ふ
こ
そ
は
い
は
せ
の
森
の
下
紅
葉
色
に
い
づ
れ
ば
ち
り
も
し
ぬ
ら
め

（
金
葉
集
二
度
本
・
恋
下
・
四
七
二
）

（
題
し
ら
ず
）

賀
茂
重
延

い
つ
し
か
と
袖
に
時
雨
の
そ
そ
く
か
な
思
ひ
は
冬
の
は
じ
め
な
ら
ね
ど

（
千
載
集
・
恋
一
・
六
九
二
）

し
の
ぶ
草
の
も
み
ぢ
し
た
る
に
つ
け
て
、
女
の
も
と
に
つ
か
は
し

け
る

花
園
左
大
臣

わ
が
恋
も
い
ま
は
色
に
や
い
で
な
ま
し
軒
の
し
の
ぶ
も
紅
葉
し
に
け
り

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
二
七
）

和
歌
所
歌
合
に
、
久
忍
恋
と
い
ふ
こ
と
を

摂
政
太
政
大
臣

い
そ
の
神
ふ
る
の
神
す
ぎ
ふ
り
ぬ
れ
ど
色
に
は
い
で
ず
露
も
時
雨
も

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
二
八
）

北
野
宮
歌
合
に
、
忍
恋
の
心
を

太
上
天
皇

わ
が
恋
は
真
木
の
下
葉
に
も
る
時
雨
濡
る
と
も
袖
の
色
に
い
で
め
や

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
二
九
）
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（
題
し
ら
ず
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

時
雨
降
る
冬
の
木
の
葉
の
乾
か
ず
ぞ
物
思
ふ
人
の
袖
は
あ
り
け
る

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
五
四
）

左
大
将
に
侍
り
け
る
時
、
家
に
百
首
歌
合
し
侍
り
け
る
に
、
忍
恋

の
心
を

摂
政
太
政
大
臣

も
ら
す
な
よ
雲
ゐ
る
峰
の
初
時
雨
木
の
葉
は
下
に
色
変
は
る
と
も

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
八
七
）

み
ち
の
く
に
の
あ
だ
ち
に
侍
り
け
る
女
に
、
九
月
ば
か
り
つ
か
は

し
け
る

重
之

思
ひ
や
る
よ
そ
の
む
ら
雲
し
ぐ
れ
つ
つ
あ
だ
ち
の
は
ら
に
も
み
ぢ
し
ぬ

ら
ん

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
五
一
）

一
首
目
に
挙
げ
た
『
後
撰
集
』
八
一
二
番
歌
は
「
涙
も
紅
に
な
っ
た
」
と

恋
情
を
訴
え
る
歌
に
対
し
て
返
歌
し
た
も（

１２
）の。「
も
し
あ
な
た
の
涙
が
濃
い

紅
で
あ
っ
た
ら
緑
色
の
袖
も
紅
葉
の
よ
う
に
色
づ
く
で
し
ょ
う
」
と
い
う
。

こ
こ
で
は
紅
涙
に
染
ま
る
袖
が
色
づ
く
木
の
葉
（「
紅
葉
」）
に
見
立
て
ら
れ

て
い
る
。
涙
を
「
露
」
や
「
時
雨
」
に
、
袖
を
「
木
の
葉
」
に
見
立
て
て
、

「
時
雨
」
に
色
づ
く
「
木
の
葉
」
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
涙
（
紅
涙
）
に

濡
れ
て
染
ま
る
袖
の
有
様
を
表
現
し
た
も
の
に
は
、『
新
古
今
集
』
一
〇
二

九
番
歌
、
一
〇
五
四
番
歌
な
ど
が
見
出
せ
る
。
ま
た
「
袖
」
と
明
示
さ
れ
て

い
な
い
も
の
で
も
「
木
の
葉
」
に
「
袖
」
の
意
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
『
千
載
集
』
六
九
〇
番
歌
・
六
九

一
番
歌
も
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
、八
代
集
に
は
計
十
二
首
の
「
紅
葉
」

と
「
時
雨
」
の
恋
歌
が
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
ら
「
時
雨
」
に
濡
れ
た
「
紅
葉
」
の
恋
歌
の
傾
向
を
み
て
み
る
と
、

自
分
の
恋
心
を
思
う
相
手
に
見
せ
た
い
と
す
る
も
の
や
、
逆
に
自
分
の
恋
心

が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
と
い
う
恋
の
初
期
段
階
の
状
況
や
心
情
を

詠
ん
だ
も
の
が
目
立
ち
、
特
に
『
千
載
集
』
以
降
は
、
恋
心
の
露
見
を
危
惧

す
る
「
忍
恋
」
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」
の
恋

歌
に
頻
出
す
る
「
色
に
出
づ
」
と
い
う
表
現
は
、

（
題
し
ら
ず
）

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
事
ぞ
ま
け
に
け
る
色
に
は
い
で
じ
と
思
ひ
し
も
の
を

（
古
今
集
・
恋
一
・
五
〇
三
）

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

な
げ
き
あ
ま
り
つ
ひ
に
色
に
ぞ
い
で
ぬ
べ
き
い
は
ぬ
を
人
の
し
ら
ば
こ

そ
あ
ら
め

（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
二
五
）

（
し
の
び
て
も
の
お
も
ひ
け
る
こ
ろ
よ
め
る
）

西
宮
前
左
大
臣

う
ち
し
の
び
な
く
と
せ
し
か
ど
君
恋
ふ
る
涙
は
色
に
い
で
に
け
る
か
な

（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
七
七
八
）

な
ど
の
よ
う
に
、隠
し
て
い
た
恋
心
（「
忍
恋
」）
を
隠
し
き
れ
な
く
な
っ
た
、

も
し
く
は
表
に
出
し
た
い
と
い
う
内
容
の
歌
に
し
ば
し
ば
見
出
せ
る
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」
の
恋
歌
は
「
忍
恋
」
の
歌
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

三

「
信
夫
山
」
と
「
恋
」、
特
に
「
忍
恋
」
は
そ
の
音
声
的
共
通
性
に
よ
っ

て
結
び
つ
い
て
お
り
、「
紅
葉
」
も
「
時
雨
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
に

よ
り
「
忍
恋
」
の
景
物
と
な
る
。そ
の
「
忍
恋
」
を
媒
介
と
し
て
「
信
夫
山
」

と
「
紅
葉
」
が
取
合
わ
せ
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
や
は

り
疑
問
と
な
る
の
は
、な
ぜ
こ
の
十
二
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
に
「
信
夫
山
」
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「
紅
葉
」「
恋
」
の
三
つ
が
結
び
つ
け
て
詠
ま
れ
た
の
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
「
紅
葉
」
の
恋
歌
の
変
化
の
様
相
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

先
に
み
た
よ
う
に
八
代
集
に
お
け
る
「
紅
葉
」
の
恋
歌
は
「
心
変
わ
り
」

の
歌
と
「
時
雨
」
の
歌
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
二

つ
を
比
較
す
る
と
い
く
つ
か
の
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、「
心

変
わ
り
」
の
歌
は
『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』
な
ど
の
比
較
的
早
い
時
代
に

集
中
し
て
お
り
、「
時
雨
」
の
歌
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
増
加
し
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
（
例
外
と
し
て
『
新
古
今
集
』
に
は
「
心
変
わ
り
」
の
歌

が
五
首
入
集
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
四
首
は
十
一
世
紀
以
前
の
歌
人
の
作
で

あ
る
）。
も
う
一
つ
は
、「
心
変
わ
り
」
の
歌
は
実
際
の
恋
の
場
面
で
詠
ま
れ

た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
、「
時
雨
」
の
歌
は
題
詠
が
多
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
表
１
に
あ
る
と
お
り
、
八
代
集
の
「
時
雨
」
の
歌

十
二
首
中
五
首
が
題
詠
と
な
っ
て
お
り
、「
心
変
わ
り
」
の
歌
の
題
詠
歌
が

が
十
七
首
中
二
首
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
『
千
載
集
』
の
三

首
は
「
題
し
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
歌
の
詠
み
ぶ
り
や
詠
作
者
か
ら
推

定
さ
れ
る
詠
作
年
時
な
ど
か
ら
す
る
と
題
詠
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
三
首

を
題
詠
と
す
る
と
十
二
首
中
八
首
が
題
詠
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
よ
り
題
詠

の
多
さ
が
際
立
つ
だ
ろ
う
。

○
表
１

「
心
変
わ
り
」
の
歌
が
減
少
し
「
時
雨
」
の
歌
が
増
加
す
る
時
期
と
「
紅

葉
」
の
恋
歌
に
お
い
て
題
詠
歌
が
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
時
期
は
ほ
ぼ

一
致
し
て
お
り
（『
金
葉
集
』
前
後
）、
こ
の
二
つ
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
推

定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
み
た
よ
う
に
「
紅
葉
」
と
「
時

雨
」
の
恋
歌
は
「
忍
恋
」
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
八
代
集
に
お
け

る
「
紅
葉
」
の
恋
歌
は
、現
実
の
恋
の
中
で
詠
ま
れ
た
相
手
の
「
心
変
わ
り
」

を
恨
む
歌
か
ら
「
忍
恋
」
を
詠
ん
だ
題
詠
歌
と
な
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と

も
で
き
よ（

１３
）う。
そ
こ
で
、
こ
の
「
紅
葉
」
の
恋
歌
の
変
化
に
つ
い
て
「
忍
恋
」

と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

八
代
集
の
恋
の
巻
に
お
い
て
歌
の
中
に
「
忍
ぶ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
歌
の
状
況
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
表
２

※
『
金
葉
集
』
は
二
度
本
の
数
字
。
以
下
同
。

※
括
弧
内
の
数
字
は
題
詠
と
詞
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
歌
の
数
。

古
今

後
撰

拾
遺

後
拾

金
葉

詞
花

千
載

新
古

計

心
変
わ
り

５
⑴

４

２

１

０

０

０

５
⑴

１７
⑵

時
雨

１

０

０

０

２
⑵

０

３

６
⑶

１２
⑸

古
今

後
撰

拾
遺

後
拾

金
葉

詞
花

千
載

新
古

①
「
忍
ぶ
」
を

有
す
る
歌

９

９

１０

７

３

１

２３

１７

②
恋
の
巻
の
歌
数

３６０

５６８

４４３

２２７

１１６

８５

３１８

４４６

③
②
内
の
①
の

比
率
（
％
）

２．５

１．６

２．３

３．１

１．８

１．２

７．２

３．８

④
日
常
詠

０

８

２

６

０

０

３

３

⑤
題
詠

０

０

１

０

３

０

１２

１１

⑥
詠
歌
事
情
不
明

９

１

７

１

０

１

８

３
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○
表
３

八
代
集
に
お
け
る
「
忍
ぶ
」
を
有
す
る
和
歌
を
み
る
と
、『
後
拾
遺
集
』

以
前
は
日
常
詠
が
多
く
、『
金
葉
集
』
以
降
は
題
詠
歌
が
多
数
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か（

１４
）る。「
忍
恋
」
が
題
詠
化
し
た
時
期
と
「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」

の
恋
歌
が
増
加
し
た
時
期
は
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」

の
恋
歌
の
多
く
が
題
詠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、「
紅
葉
」
と

「
時
雨
」
の
恋
歌
の
増
加
と
「
忍
恋
」
の
題
詠
化
に
は
あ
る
程
度
の
相
関
関

係
を
認
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

※
『
拾
遺
集
』
は
「
雑
恋
」
も
含
む
。

※
小
数
第
一
位
ま
で
表
示
。

※
当
該
歌
は
『
月
詣
集
』
に
も
入
集
し
て
お
り
（
恋
上
・
三
三
八)

、
そ
の
詞
書
に
は
「
人

に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
。

歌
集
名

種
類
歌
数

歌
番
号

古
今

日
常

０

な
し

題
詠

０

な
し

不
明

９

五
〇
三
・
五
〇
五
・
五
一
九
・
五
七
六
・
六
三
三
・
六

六
八
・
七
二
四
・
七
六
九
・
八
一
三

後
撰

日
常

８

五
五
七
・
五
七
七
・
六
〇
六
・
七
二
七
・
七
六
七
・
七

八
七
・
七
八
八
・
九
三
六

題
詠

０

な
し

不
明

１

五
六
四

拾
遺

日
常

２

六
二
四
・
一
二
二
五

題
詠

１

六
二
二

不
明

７

六
五
二
・
七
三
八
・
七
三
九
・
七
四
三
・
七
七
〇
・
九

三
三
・
九
四
〇

後
拾
遺

日
常

６

六
一
〇
・
六
一
九
・
七
三
七
・
七
七
七
・
七
七
八
・
八
〇
九

題
詠

０

な
し

不
明

１

六
一
七

金
葉

日
常

０

な
し

題
詠

３

三
五
二
・
四
〇
九
・
四
二
九

不
明

０

な
し

詞
花

日
常

０

な
し

題
詠

０

な
し

不
明

１

二
一
九

千
載

日
常

３

八
二
七
・
八
三
四
・
八
八
四

題
詠

１２

六
五
五
・
六
九
四
・
七
四
一
・
七
八
九
・
八
一
七
・
八
二
四
・

八
二
五
・
八
五
六
・
八
七
一
・
九
一
八
・
九
三
三
・
九
四
二

不
明

８

六
四
六
※
・
六
六
三
・
六
六
四
・
六
八
〇
・
六
八
三
・

六
八
九
・
六
九
〇
・
六
九

新
古
今

日
常

３

九
九
四
・
一
〇
二
七
・
一
〇
四
六

題
詠

１１

一
〇
三
四
・
一
〇
三
七
・
一
〇
九
三
・
一
〇
九
四
・
一

〇
九
五
・
一
〇
九
六
・
一
〇
九
七
・
一
一
〇
九
・
一
一

二
二
・
一
一
二
九
・
一
二
二
二

不
明

３

一
〇
九
二
・
一
一
五
一
・
一
四
二
四
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先
述
し
た
よ
う
に
『
後
拾
遺
集
』『
金
葉
集
』
の
頃
は
、「
忍
恋
」
に
限
ら

ず
恋
歌
そ
し
て
和
歌
全
体
が
題
詠
化
し
た
時
期
で
あ
る
が
、「
忍
恋
」
に
つ

い
て
特
筆
す
べ
き
な
の
は
十
二
世
紀
初
頭
に
「
忍
恋
」
が
歌
題
と
し
て
の
確

立
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
佐
藤
明
浩
氏
に
よ
れ
ば
「
忍
恋
」
が
歌
題
と
し
て
確

立
す
る
の
は
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
成
立
の
『
永
久
百
首
』
が
嚆
矢
と
さ

れ
、
ま
た
「
忍
恋
」
題
と
深
く
関
わ
る
「
不
被
知
人
恋
」
題
が
登
場
す
る
の

が
『
永
久
百
首
』
に
先
立
つ
『
堀
河
百
首
』（
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
頃
）

で
あ
る
と
い（

１５
）う。

「
忍
恋
」
と
は
思
う
相
手
も
し
く
は
世
間
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
秘
め
て

い
る
恋
心
や
そ
の
状
況
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
心
情
や
状
況
は
「
忍

恋
」
と
い
う
題
が
成
立
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
、

歌
題
と
し
て
の
「
忍
恋
」
が
存
在
す
る
前
か
ら
「
恋
」
題
に
お
い
て
も
「
忍

恋
」
の
心
情
や
状
況
の
歌
は
詠
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
恋
」
と

い
う
精
神
状
態
や
状
況
を
詠
も
う
す
る
と
き
に
数
あ
る
恋
の
局
面
の
中
か
ら

「
忍
恋
」
と
呼
び
う
る
心
情
・
状
況
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
。
言
う
な
れ

ば
「
恋
」
と
い
う
一
字
の
題
に
お
け
る
「
忍
恋
」
と
は
、「
恋
」
と
い
う
心

的
状
態
・
行
為
・
人
間
関
係
を
描
く
た
め
に
選
ば
れ
た
ひ
と
つ
の
心
情
、
ひ

と
つ
の
状
況
、
ひ
と
つ
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、「
忍
恋
」
が
歌
題
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
題
に
も
と
づ
い
て
詠

も
う
と
す
る
と
き
は
そ
う
で
は
な
い
。「
恋
」
か
ら
「
忍
ぶ
」
と
い
う
心
情
・

状
況
が
切
り
出
さ
れ
「
忍
恋
」
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
と
き
、
新
た
に
「
忍

恋
」
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
、「
忍
恋
」
題
に
よ
っ
て
歌
を
詠
も
う
と
す
る

と
き
、
そ
の
「
忍
恋
」
の
概
念
を
い
か
に
表
現
す
る
か
に
主
眼
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

「
忍
恋
」
題
の
成
立
以
降
は
、「
恋
」
題
で
あ
っ
て
も
そ
の
あ
た
り
の
事

情
は
変
わ
ら
な
い
。「
恋
」
題
に
お
い
て
「
忍
恋
」
の
心
情
・
状
況
を
詠
も

う
と
す
る
と
き
、
確
立
し
た
「
忍
恋
」
の
概
念
を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な（

１６
）る。
つ
ま
り
「
忍
恋
」
成
立
以
前
は
、「
忍
恋
」
は
「
恋
」
題

を
詠
む
た
め
に
利
用
す
る
手
段
で
あ
っ
た
が
、
成
立
以
降
は
「
忍
恋
」
の
心

情
・
状
況
を
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
な
ら
ば
、
歌
人
た
ち
は
い
か
に
「
忍
恋
」
の
心
情
・
状
況
を

表
現
す
る
か
に
意
を
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
忍
恋
」
の
中
で
も
重
要
な
主
題
の
ひ
と
つ
に
隠
し
て
い
た
恋
心
が
図
ら

ず
も
表
に
顕
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
著
名
な
も
の
と
し
て
は

『
天
徳
内
裏
歌
合
』
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
壬
生
忠
見
と
平
兼
盛
の
二
首
が
挙

げ
ら
れ
る
。

こ
ひ
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
し
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め

し
か

（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
二
一
・
壬
生
忠
見
）

し
の
ぶ
れ
ど
色
に
い
で
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で

（
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
二
二
・
平
兼
盛
）

ひ
っ
そ
り
と
思
い
始
め
た
は
ず
な
の
に
早
く
も
噂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

し
み
、
秘
め
て
い
た
恋
情
が
表
に
顕
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
心
の

奥
に
隠
し
て
い
た
恋
心
が
自
分
の
意
思
に
反
し
て
表
に
溢
れ
出
て
し
ま
う
と

詠
む
こ
と
は
、
そ
の
思
い
が
よ
り
深
切
な
こ
と
を
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
主
題
を
詠
も
う
と
す
る
と
き
、
露
や
時
雨
に
よ
っ
て
色
づ
く

と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
紅
葉
」
が
歌
の
中
に
用
い
や
す
い
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
涙
（
紅
涙
）
を
露
や
時
雨
と
、
袖
を
木
の
葉
と
み
る
な
ら
ば
、
露
や

時
雨
に
濡
れ
赤
く
色
づ
く
木
の
葉
は
、
紅
涙
に
よ
っ
て
染
ま
る
袖
の
比
喩
と

な
る
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
零
れ
た
紅
涙
に
染
ま
る
袖
に
よ
っ
て
恋
心
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が
露
わ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
形
で
、
秘
め
た
思
い
の
意
図
せ
ぬ
表
出
を

詠
も
う
と
す
る
と
き
、「
紅
葉
」
は
恰
好
の
素
材
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
忍
恋
」
題
確
立
期
で
あ
る
『
堀
河
百
首
』
の
「
不
被
知
人
恋
」
題
歌
や

『
永
久
百
首
』
の
「
忍
恋
」
題
歌
に
つ
い
て
佐
藤
明
浩
氏
は
、

前
代
の
「
人
知
れ
ぬ
」「
し
の
ぶ
」
な
ど
の
語
を
含
む
歌
の
表
現
を
継

承
し
な
が
ら
、「
不
被
知
人
」
や
「
忍
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
新
味
の
あ

る
素
材
を
手
繰
り
寄
せ
て
盛
り
込
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
工
夫
の
主
眼
が

お
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
万
葉
歌
や
歌
学
的
知
識
は
、
そ
う

い
っ
た
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
源
泉
と
し
て
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

人
目
を
引
く
よ
う
な
、
万
葉
表
現
や
歌
学
上
話
題
に
な
っ
て
い
る
言
葉

を
、
題
意
と
い
か
に
有
機
的
に
絡
ま
せ
な
が
ら
用
い
て
い
く
か
―
題
詠

の
方
法
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
彼
ら
の
作
意
や
関
心
の
中
心
を
こ
の
あ

た
り
に
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ（

１７
）る。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」
の
恋
歌
の
増
加
も
「
忍
恋
」

と
い
う
比
較
的
新
し
い
歌
題
を
い
か
に
詠
み
こ
な
す
か
と
い
う
工
夫
の
結
果

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
「
忍
恋
」
を
媒
介
と
し
て
「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
が
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
の
取
り

合
わ
せ
は
、「
忍
恋
」
題
の
確
立
と
そ
れ
に
対
す
る
「
工
夫
」
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。「
忍
恋
」
の
歌
題
と
し
て

の
確
立
に
対
応
し
た
工
夫
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
紅
葉
」
と
「
時
雨
」
の
恋
歌

が
増
加
し
、
一
方
で
音
声
的
な
一
致
か
ら
「
忍
恋
」
の
歌
に
「
信
夫
山
」
が

導
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
忍
恋
」
が
結
節
点
と
な
っ
て
そ
れ
ま
で
縁
の
な

か
っ
た
「
紅
葉
」
と
「
信
夫
山
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、「
忍
恋
」
の
歌
題
と
し
て

の
確
立
、
題
詠
恋
歌
の
詠
法
の
発
達
の
産
物
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

四

恋
題
の
細
分
化
と
題
詠
恋
歌
の
詠
法
の
発
達
に
つ
い
て
佐
藤
明
浩
氏
は
、

「
堀
河
朝
期
の
恋
題
の
細
分
化
お
よ
び
そ
の
流
行
と
期
を
一
に
し
て
、「
恋
」

題
の
詠
法
お
よ
び
そ
れ
を
支
え
る
意
識
が
一
変
し
た
こ
と
が
わ
か
る
」、「
院

政
期
に
お
け
る
恋
題
の
多
様
化
が
結
果
的
に
表
現
の
行
き
詰
ま
り
を
来
し
、

題
の
展
開
に
方
向
転
換
が
起
こ
っ
て
、
新
古
今
歌
風
の
生
成
と
密
接
に
関
わ

り
合
い
な
が
ら
、
詠
法
が
深
め
ら
れ
て
い
っ（

１８
）た」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
み
て
き
た
「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
の
取
り
合
わ
せ
は
こ
の
題
詠
化
に

伴
う
恋
歌
の
詠
法
の
変
化
を
示
す
具
体
例
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。

「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
主
に
題

詠
恋
歌
の
観
点
か
ら
み
て
き
た
が
、
院
政
期
に
お
け
る
歌
枕
利
用
と
い
う
視

点
か
ら
考
え
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
に
開
催
さ
れ
た
『
六
条
宰
相
家
歌
合
』
に
お
い

て
「
桜
」
題
で
詠
ま
れ
た
、

花
ざ
か
り
末
の
松
山
風
ふ
け
ば
薄
薄
紅
の
波
ぞ
た
ち
け
る

（
三
番
・
左
・
五
・
藤
原
実
能
）

に
対
し
て
判
者
藤
原
顕
季
は
、「
花
も
よ
み
こ
ぬ
す
ゑ
の
ま
つ
山
、
ま
こ
と

に
思
ひ
か
け
ら
れ
ず
、
む
ね
と
又
ま
つ
の
花
と
み
え
た
り
」
と
、
桜
と
と
も

に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
歌
枕
「
末
の
松
山
」
を
「
桜
」
題
に
用
い
た

こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
の
『
中
宮
亮
顕
輔
家
歌

合
』
に
お
い
て
「
月
」
題
に
て
詠
ま
れ
た
、
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更
科
の
山
路
に
さ
け
る
白
菊
の
花
の
ま
ば
ゆ
き
秋
の
夜
の
月

（
八
番
・
左
・
一
五
・
太
皇
大
后
宮
大
進
忠
兼
）

に
つ
い
て
判
者
を
務
め
て
い
た
藤
原
基
俊
は
、「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ

さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見
て
」（
古
今
集
・
雑
上
・
八
七
八
）

を
例
に
挙
げ
、「
更
科
に
は
た
だ
な
ぐ
さ
め
か
た
き
月
照
る
所
と
の
み
ぞ
知

り
て
侍
る
、
更
に
菊
咲
け
る
所
と
は
承
ら
ず
」
と
、「
更
科
の
山
路
」
に
「
白

菊
」
を
配
し
た
点
を
難
じ
て
「
負
」
と
い
う
判
定
を
下
し
て
い
る
。

「
末
の
松
山
」
と
「
桜
」
と
い
う
新
奇
な
組
み
合
わ
せ
を
否
定
す
る
藤
原

顕
季
や
「
更
科
」
の
「
白
菊
」
を
「
未
聞
本
文
証
歌
」
と
切
っ
て
捨
て
る
藤

原
基
俊
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
先
例
の
み
ら
れ
な
い
『
千
載
集
』
六
九

〇
番
歌
・
六
九
一
番
歌
の
「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
と
い
う
取
り
合
わ
せ
は

許
容
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
藤
原
顕
季
や
藤
原
基
俊
の
見
解
が

当
時
の
全
て
の
歌
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
、
遵
守
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
十
二
世
紀
初
め
に
は
こ
の
よ
う
な
立
場
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
歌
枕
」
の
詠
み
方
に
つ
い
て
は
、
歌
人
ご
と
の
相
違
や
時
代
の
変
遷
が

あ
り
、
佐
々
木
忠
慧
氏
は
、
藤
原
基
俊
の
「
故
実
本
位
」、
源
俊
頼
の
「
着

想
本
位
」、
藤
原
顕
季
の
「
事
理
本
位
」、
藤
原
基
俊
の
「
故
実
本
位
」
と
源

俊
頼
の
「
着
想
本
位
」
を
組
み
合
わ
せ
た
藤
原
俊
成
の
「
歌
枕
の
本
歌
取
り

化
」、
そ
し
て
藤
原
俊
成
の
方
法
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
藤
原

定
家
と
ま
と
め
て
お
ら
れ
る（

１９
）が、
和
歌
史
的
に
み
る
な
ら
ば
歌
枕
利
用
は
拡

大
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
前
掲
の
「
末
の
松
山
」
と
「
桜
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、

見
渡
せ
ば
花
の
波
こ
す
心
ち
し
て
い
づ
れ
の
峰
も
末
の
松
山

（
別
雷
社
歌
合
・「
花
」・
十
四
番
・
左
・
八
七
）

春
く
れ
ば
こ
ず
ゑ
に
花
の
な
み
こ
え
て
吉
野
の
奥
も
末
の
松
山

（
千
五
百
番
歌
合
・
春
・
百
二
十
六
番
・
右
・
二
五
二
）

と
い
っ
た
例
が
見
出
せ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
対
し
て
の
判
詞
を
み
て
み

る
と
、『
別
雷
社
歌
合
』
の
判
者
藤
原
俊
成
は
「
見
渡
せ
ば
…
…
」
歌
に
つ

い
て
、「
左
右
と
も
に
優
に
は
み
え
侍
り
」
と
一
定
の
評
価
は
す
る
も
の
の
、

「
左
は
末
の
松
山
、
た
だ
波
に
は
あ
ら
で
花
の
浪
こ
す
所
に
て
あ
ら
ん
様
に

き
こ
ゆ
ら
む
」
と
手
放
し
で
賞
賛
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
「
持
と
す
べ

き
に
や
」
と
い
う
判
定
を
下
し
て
い
る
。『
千
五
百
番
歌
合
』
百
二
十
六
番

の
判
者
藤
原
忠
良
は
、「
右
、
は
な
の
な
み
こ
す
つ
ね
の
事
な
る
を
、
よ
し

の
の
お
く
も
す
ゑ
の
松
山
と
い
へ
る
、
よ
ろ
し
く
侍
る
に
」
と
、「
花
」
に

覆
わ
れ
た
「
吉
野
」
の
様
を
「
末
の
松
山
」
と
表
現
し
た
点
を
高
く
評
価
し

て
い
る
（
た
だ
し
「
す
ゑ
」
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
難
じ
、「
負
」

と
し
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
に
『
六
条
宰
相
家
歌
合
』（
永
久
四
年
（
一
一
一
六
））
か
ら

『
別
雷
社
歌
合
』（
治
承
二
年
（
一
一
七
八
））、『
千
五
百
番
歌
合
』（
建
仁

二
年
（
一
二
〇
二
）
頃
）
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
末
の
松
山
」
と

「
桜
」
の
組
み
合
わ
せ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
様
子
が
看
て
取
れ
る
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
歌
枕
利
用
の
拡
大
と
恋
題
の
細
分
化
・
多
様
化
が
無
関
係
で

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ま
で
恋
歌
に
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
、
十
二
世
紀
初
頭
以
降
の
恋
題
の
細
分
化
に
よ
っ
て
恋
歌
に
詠
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
枕
と
し
て
「
初
瀬
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
初
瀬
」
は
、『
万
葉
集
』
に
は
多
く
見
出
せ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
る

と
、
た
と
え
ば
三
代
集
入
集
歌
と
し
て
、

初
瀬
河
ふ
る
か
は
の
べ
に
二
本
あ
る
杉
年
を
へ
て
又
も
あ
ひ
見
む
二
本

― 310 ―



あ
る
杉

（
古
今
集
・
雑
躰
・
一
〇
〇
九
）

菅
原
や
伏
見
の
く
れ
に
見
わ
た
せ
ば
霞
に
ま
が
ふ
を
は
つ
せ
の
山

（
後
撰
集
・
雑
三
・
一
二
四
二
）

初
瀬
河
渡
る
瀬
さ
へ
や
に
ご
る
ら
ん
世
に
す
み
が
た
き
わ
が
身
と
思
へ

ば

（
後
撰
集
・
羈
旅
・
一
三
五
〇
）

な
ど
が
見
出
せ
る
も
の
の
、
数
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
恋
歌
に
詠
ま

れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
初
瀬
」
が
題
詠
恋
歌
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
「
初
瀬
」
の
恋
歌
の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
源
俊
頼
の
、

憂
か
り
け
る
人
を
初
瀬
の
山
お
ろ
し
よ
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら
ぬ
も
の

を

（
千
載
集
・
恋
二
・
七
〇
八
）

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
詞
書
に
「
権
中
納
言
俊
忠
家
に
恋
十
首
歌
よ
み
侍
り

け
る
時
、
い
の
れ
ど
も
あ
は
ざ
る
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、「
い
の
れ
ど
も
あ
は
ざ
る
恋
（
祈
不
逢
恋
）」
題
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た

も
の
。「
初
瀬
」
の
「
山
お
ろ
し
」
を
詠
ん
だ
点
を
挙
げ
て
片
桐
洋
一
氏
が
、

「
全
く
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な（

２０
）い」

と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
初
瀬
」
の
詠
み
方
か
ら
は
大
き
く
外
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
源
俊
頼
の
歌
才
の
冴
え
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
当

該
歌
に
お
い
て
そ
の
才
能
を
発
揮
さ
せ
る
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
「
祈

不
逢
恋
」
と
い
う
歌
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
題
の
「
祈
」
と
い
う
語
が
、
十

一
面
観
音
を
本
尊
と
す
る
長
谷
寺
を
懐
に
抱
く
「
初
瀬
山
」
と
い
う
地
名
の

利
用
を
促
し
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
憂
か
り
け
る
…
…
」
歌
に
よ
っ
て
確
立
し
た
「
初
瀬
」
と
「
恋
」

の
組
み
合
わ
せ
を
継
承
し
て
藤
原
定
家
は
、

年
も
経
ぬ
祈
る
契
り
は
初
瀬
山
尾
上
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
ぐ
れ

（『
六
百
番
歌
合
』・
恋
上
・
祈
恋
・
六
六
九
）

と
詠
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
も
歌
題
「
祈
恋
」
の
「
祈
」
を
契
機
と
し
て

俊
頼
詠
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
表
現
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
定
家
詠
以
外
に
も
『
六
百
番
歌
合
』
に
は
「
初
瀬
」
を
詠
ん
だ
恋
歌

が
二
首
存
在
す
る
。

い
ひ
わ
た
る
わ
が
と
し
な
み
を
初
瀬
川
う
つ
れ
る
影
も
水
は
さ
し
つ
つ

（
恋
上
・「
老
恋
」・
八
四
五
・
顕
昭
）

契
り
き
な
ま
た
忘
れ
ず
よ
初
瀬
河
ふ
る
河
野
辺
の
ふ
た
も
と
の
杉

（
恋
下
・「
寄
木
恋
」・
一
〇
四
二
・
寂
蓮
）

こ
の
二
首
は
、
と
も
に
前
掲
の
『
古
今
集
』
一
〇
〇
九
番
歌
を
ふ
ま
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
首
目
の
「
い
ひ
わ
た
る
…
…
」
歌
は
、「
老
恋
」
と
い
う
題
意
を
詠
み

こ
な
す
た
め
に
「
年
を
へ
て
又
も
あ
ひ
見
む
」
と
詠
む
『
古
今
集
』
一
〇
〇

九
番
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
二
首
目
の
「
契
り
き
な
…
…
」
歌
も

「
寄
木
恋
」
と
い
う
題
に
応
じ
て
「
初
瀬
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
二
本
の

杉
」
を
用
い
て
一
首
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
恋
歌
は
、「
祈
不
逢
恋
」

「
祈
恋
」「
老
恋
」「
寄
木
恋
」
と
い
っ
た
難
題
・
奇（

２１
）題に

対
応
す
る
た
め
に

「
初
瀬
」
と
い
う
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

題
の
細
分
化
・
多
様
化
と
そ
れ
を
含
む
和
歌
の
題
詠
化
と
歌
枕
利
用
の
拡

大
と
の
関
係
は
恋
歌
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ（

２２
）う。

題
詠
化
に
よ
っ
て

生
じ
た
変
化
が
他
の
歌
題
よ
り
も
恋
題
に
お
い
て
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
看

て
取
り
や
す
い
と
い
う
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
枕
の
詠
法
の
変
遷
の
中
に
お
い
て
「
信
夫
山
」
と
「
紅

葉
」
の
取
り
合
わ
せ
の
登
場
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。言
い
換
え
る
な
ら
ば
『
千
載
集
』
六
九
〇
番
歌
・
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六
九
一
番
歌
は
院
政
期
に
お
け
る
歌
枕
利
用
の
変
化
を
具
体
的
に
示
す
一
例

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

そ
れ
ま
で
何
の
繋
が
り
も
な
か
っ
た
「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
を
結
び
つ

け
た
の
は
「
忍
恋
」
の
歌
題
と
し
て
の
確
立
と
そ
の
背
景
に
あ
る
恋
歌
の
題

詠
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
詠
法
の
深
化
で
あ
っ
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
「
紅
葉
」
を
伴
っ
て
和
歌
史

上
に
再
登
場
し
た
「
信
夫
山
」
の
姿
か
ら
院
政
期
以
降
の
題
詠
恋
歌
の
変
化

と
詠
法
の
深
化
の
具
体
相
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「
信
夫
山
」
と
「
紅
葉
」
を
組
み
合
わ
せ
た
恋
歌
か
ら
は
、
題

詠
恋
歌
の
詠
法
の
発
達
と
深
化
の
背
後
に
あ
る
歌
人
た
ち
の
「
工
夫
」
の
跡

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注

（
１
）
井
上
宗
雄
氏
「「
心
を
詠
め
る
」
に
つ
い
て
―
―
後
拾
遺
・
金
葉
集
に

み
ら
れ
る
詞
書
の
一
傾
向
―
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
三
十
五

号
、
一
九
七
六
・
二
）、「
再
び
「
心
を
詠
め
る
」
に
つ
い
て
―
―
後
拾
遺
・

金
葉
集
に
み
ら
れ
る
詞
書
の
一
傾
向
―
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第

三
十
九
号
、
一
九
七
七
・
一
二
）（
両
論
と
も
後
に
『
中
世
歌
壇
と
歌
人

伝
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
に
所
収
）。

ま
た
、
浅
田
徹
氏
は
「
題
詠
と
表
現
」（
秋
山

氏
編
『
平
安
文
学
史

論
考
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
〇
）
の
中
で
『
金
葉
集
』
に
お
い
て
題
詠

が
主
流
と
な
っ
た
状
況
を
確
認
し
、
そ
の
「
和
歌
の
題
詠
化
」
に
よ
っ
て

生
じ
た
詠
法
の
変
化
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

（
２
）
橋
本
不
美
男
氏
は
、こ
の
十
二
世
紀
初
頭
堀
河
朝
期
に
恋
題
の
多
様
化
・

細
分
化
が
急
速
に
進
展
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
院
政
期
の
歌

壇
史
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
六
。『
王
朝
和
歌
史
の
研
究
』
笠
間

書
院
、
一
九
七
二
）。
ま
た
松
野
陽
一
氏
は
、
十
二
世
紀
初
頭
に
成
立
し

た
『
堀
河
百
首
』
の
恋
題
に
つ
い
て
「
堀
河
百
首
は
恋
の
進
行
状
態
を
詠

み
分
け
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
、
い
わ
ば
正
統
的
な
組
題
で
あ
り
、
恋
の

組
題
の
原
初
的
な
規
範
が
で
き
上
が
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ

い
」
と
述
べ
ら
れ
、『
堀
河
百
首
』
の
恋
題
が
恋
の
組
題
の
始
発
点
で
あ

る
と
さ
れ
る
（「
組
題
構
成
意
識
の
確
立
と
継
承
―
―
白
河
院
期
か
ら
崇

徳
院
期
へ
―
―
」（『
文
学
・
語
学
』
第
七
十
号
、
一
九
七
四
・
一
）、
後

に
『
鳥
帚
・
千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』
風
間
書
房
、一
九
九
五
に
所
収
）。

（
３
）
「
題
の
拡
充
と
題
詠
の
深
化
―
―
恋
題
を
中
心
に
院
政
期
か
ら
新
古
今

前
後
ま
で
―
―
」（『
論
集
〈
題
〉
の
和
歌
空
間
』
笠
間
書
院
、
一
九
九

二
）。

（
４
）
和
歌
の
本
文
・
歌
番
号
等
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
た
だ
し
漢

字
を
あ
て
る
な
ど
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
５
）
片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社
、
一
九
九
八
）。

（
６
）
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。

（
７
）
本
文
・
歌
番
号
は
『
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
精
成
』（
久
曾
神
昇
氏

著
、
風
間
書
房
、
一
九
六
六
）
に
よ
っ
た
。
な
お
、『
和
歌
文
学
大
系
１９

貫
之
集
／
躬
恒
集
／
友
則
集
／
忠
岑
集
』（
明
治
書
院
）
で
は
、
こ
の
西

本
願
寺
本
の
形
が
原
態
で
あ
っ
た
と
す
る
（『
和
歌
文
学
大
系
』
が
底
本

と
し
た
正
保
版
歌
仙
家
集
本
は
三
句
「
信
夫
山
」
を
「
富
士
の
山
」
と
す

る
）。

（
８
）
試
み
に
散
文
の
用
例
に
つ
い
て
『
中
古
中
世
散
文
学
歌
枕
地
名
索
引
』

（
志
村
士
郎
氏
編
、
新
典
社
、
一
九
九
六
）
で
確
認
し
て
み
る
と
、
中
古
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の
作
品
で
は
前
掲
の
『
伊
勢
物
語
』
の
用
例
が
挙
が
る
の
み
で
あ
る
。

（
９
）
祝
部
成
仲
は
、
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
に
生
ま
れ
、
建
久
二
年
（
一

一
九
一
）
没
と
さ
れ
る
が
、
歌
壇
活
動
を
始
め
た
の
は
久
安
頃
（
一
一
四

五
〜
一
一
五
〇
）
で
あ
る
と
い
う
（『
和
歌
大
辞
典
』）。
ま
た
六
九
一
番

歌
の
詠
作
者
二
条
院
前
皇
后
宮
常
陸
の
生
没
年
等
は
未
詳
だ
が
、『
新
勅

撰
集
』
に
も
詠
草
が
入
集
し
て
お
り
、『
和
歌
文
学
大
系
６
』（
明
治
書
院
）

に
よ
る
と
二
条
天
皇
皇
后
藤
原
育
子
（
一
一
四
六
〜
一
一
七
三
）
に
出
仕

と
あ
り
、
二
条
院
前
皇
后
宮
常
陸
の
歌
人
と
し
て
の
活
動
期
間
も
育
子
の

生
没
年
と
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
の

二
首
の
詠
作
年
時
は
ひ
と
ま
ず
十
二
世
紀
半
ば
以
降
と
推
定
し
て
お
く
。

（
１０
）
「
歌
枕
の
成
立
」（『
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
九
一
）。

（
１１
）
た
と
え
ば
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
補
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
）

や
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
）
と
い
っ
た
歌

枕
に
関
す
る
辞
典
類
に
お
い
て
も
「
信
夫
」
の
項
に
お
い
て
「
恋
」
と
の

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
贈
歌
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

つ
れ
な
く
見
え
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

紅
に
涙
う
つ
る
と
き
き
し
を
ば
な
ど
い
つ
は
り
と
わ
が
思
ひ
け
ん

（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
一
一
）

（
１３
）
『
金
葉
集
』
か
ら
『
新
古
今
集
』
に
は
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
の
「
紅

葉
」
の
「
忍
恋
」
歌
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
が
同
時
代
の

歌
集
に
は
入
集
し
て
い
な
い
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、「
紅
葉
」
の
恋
歌

に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１４
）
他
に
目
を
引
く
点
と
し
て
、『
千
載
集
』
の
突
出
し
た
「
忍
ぶ
」
を
有

す
る
歌
の
比
率
の
高
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
千
載
集
』
の
編
纂
方
針
や
編

者
藤
原
俊
成
の
嗜
好
、
時
代
の
好
尚
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
た
い
。

（
１５
）
「「
忍
恋
」
題
詠
の
始
発
」（『
国
文
学
論
考
』
第
三
十
五
号
、
一
九
九

九
・
三
）。

（
１６
）
た
と
え
ば
『
千
載
集
』
に
お
け
る
「
忍
ぶ
」
と
い
う
語
を
有
す
る
題
詠

歌
十
二
首
の
内
、「
忍
恋
」
題
の
も
の
は
二
首
（
六
九
四
番
歌
、
七
四
一

番
歌
）
の
み
で
あ
り
（
な
お
、
こ
の
他
に
七
八
九
番
歌
が
、「
忍
恋
」
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
「
不
被
知
人
恋
」
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
）、
多
数
を

占
め
て
い
る
の
は
「
忍
恋
」
題
以
外
の
題
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

（
１７
）
前
掲
注
１５
論
文
。

（
１８
）
前
掲
注
３
論
文
。

（
１９
）
『
歌
枕
の
世
界
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
九
）。

（
２０
）
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
補
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
）。

（
２１
）
「
祈
不
逢
恋
」
は
こ
れ
よ
り
早
い
例
は
み
え
ず
、「
祈
恋
」「
老
恋
」
も

『
六
百
番
歌
合
』
が
初
出
と
さ
れ
る
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３８

六

百
番
歌
合
』）。「
寄
木
恋
」
は
同
時
代
の
小
侍
従
の
家
集
『
太
皇
太
后
宮

小
侍
従
集
』
に
あ
る
が
、
こ
の
時
代
以
前
の
例
は
見
出
せ
な
い
。

（
２２
）
佐
々
木
忠
慧
氏
は
前
掲
注
１９
書
に
お
い
て
院
政
期
以
降
の
歌
題
の
細
分

化
と
歌
枕
利
用
の
拡
大
の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
は
せ
が
わ

の
り
あ
き

本
学
講
師
）
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