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惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
恋
十
首
に
つ
い
て 

―

配
列
の
視
点
か
ら―

 

北
原 

沙
友
里 

は
じ
め
に 

 

百
首
歌
を
は
じ
め
と
す
る
定
数
歌
は
、
内
部
構
成
を
持
つ
こ
と
や
題
詠
性
と
い

っ
た
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
は
作
品
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
基
本
的
な
構
成
は
存
在
し
、
例
え
ば
、
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て

四
季
や
恋
な
ど
の
部
立
が
あ
る
こ
と
や
、
四
季
部
で
あ
れ
ば
時
間
的
推
移
に
よ
っ

て
和
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

時
間
的
推
移
に
よ
っ
て
和
歌
が
配
列
さ
れ
る
の
は
、
四
季
部
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
定
数
歌
で
は
な
い
が
、
最
初
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

恋
一
か
ら
恋
五
ま
で
が
恋
の
展
開
に
沿
っ
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
松
田

武
夫
氏
（
１
）

を
は
じ
め
と
す
る
先
学
諸
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
配

列
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
以
後
の
勅
撰
集
で
も
概
ね
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。 

 

ま
た
、
百
首
歌
等
の
定
数
歌
の
恋
部
に
も
、
同
様
の
構
成
意
識
は
窺
え
る
。
例

え
ば
、
組
題
百
首
の
祖
と
言
わ
れ
て
い
る
『
堀
河
百
首
』
の
恋
題
を
見
て
み
る
と
、

「
初
恋
」
か
ら
始
ま
り
、
以
下
「
不
被
知
人
恋
」
、
「
不
遇
恋
」
、
「
初
逢
恋
」
、

「
後
朝
恋
」
、
「
会
不
逢
恋
」
、
「
旅
恋
」
、
「
思
」
、
「
片
思
」
、
「
恨
」
と

な
っ
て
い
る
。
浅
田
徹
氏
（
２
）

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
恋
の
始
ま
り
か
ら
、
会
っ

て
も
ら
え
な
い
状
況→

初
め
て
会
え
た
と
こ
ろ→

会
っ
た
翌
朝→

ま
た
会
え
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
形
で
題
が
巡
」
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

『
堀
河
百
首
』
の
構
成
は
、
そ
の
後
の
百
首
歌
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
部

立
百
首
で
あ
る
『
正
治
初
度
百
首
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
寺
島
恒
世
氏
（
３
）

は
、
後
鳥
羽
院
の
『
正
治
初
度
百
首
』
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
構
成
を
論
じ
て
い

る
が
、
恋
部
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。 

院
の
こ
の
十
首
一
連
を
見
る
と
、
初
恋
か
ら
恨
ま
で
、
伝
統
的
な
百
首
の
歌

題
に
倣
っ
て
い
る
が
、
逢
恋
・
後
朝
恋
・
旅
恋
な
ど
は
な
く
、
待
つ
側
か
ら

統
一
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
限
定
の
上

に
、
忍
ぶ
こ
と
か
ら
待
つ
こ
と
へ
、
そ
し
て
相
手
に
忘
れ
ら
れ
、
過
去
の
世

界
に
生
き
、
諦
め
、
相
手
を
忘
れ
よ
う
と
し
、
忘
れ
ら
れ
ず
に
恨
め
し
く
思

う
と
い
う
恋
の
推
移
の
緊
密
な
関
係
が
見
ら
れ
、
更
に
内
省
的
な
歌
が
多
い

こ
と
か
ら
、
恋
の
主
体
は
女
性
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 
後
鳥
羽
院
の
百
首
歌
は
、
「
待
つ
側
か
ら
統
一
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
、
女

性
側
の
立
場
に
限
定
し
つ
つ
も
「
忍
ぶ
こ
と
か
ら
待
つ
こ
と
へ
、
そ
し
て
相
手
に

忘
れ
ら
れ
、
過
去
の
世
界
に
生
き
、
諦
め
、
相
手
を
忘
れ
よ
う
と
し
、
忘
れ
ず
に

恨
め
し
く
思
う
」
と
い
う
恋
の
展
開
に
沿
っ
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
『
正
治
初
度
百
首
』
で
も
、
詠
者
の
意
識
に
は
、
恋
部
を
時
間
的
推

移
に
配
列
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的
な
枠
組
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。 

本
稿
で
は
、
『
正
治
初
度
百
首
』
か
ら
、
惟
明
親
王
の
恋
歌
十
首
を
取
り
上
げ
、

考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
惟
明
親
王
の
恋
部
全
体
を
概
観
し
、
そ
の
構

造
を
分
析
す
る
。
そ
の
上
で
、
一
七
九
・
一
八
〇
・
一
八
一
の
三
首
に
つ
い
て
特

に
検
討
を
行
う
。 

一 

惟
明
親
王
歌
の
恋
部
の
構
造 

惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
（
４
）

恋
部
一
〇
首
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

① 

い
か
に
せ
ん
あ
ふ
坂
山
を
ふ
み
ま
よ
ひ
も
と
の
恋
路
に
か
へ
る
な
げ

き
を
（
一
七
四
） 

② 

逢
ふ
事
の
む
な
し
き
空
の
う
き
雲
は
身
を
し
る
雨
の
た
よ
り
な
り
け

り
（
一
七
五
） 

③ 

わ
が
恋
は
神
に
い
の
れ
る
ひ
た
ち
帯
の
む
す
ぶ
か
ご
と
を
た
の
む
ば

か
り
ぞ
（
一
七
六
） 

④ 

つ
れ
も
な
き
君
に
も
つ
ら
き
人
も
が
な
思
ひ
し
り
な
ば
我
を
こ
ふ
や

と
（
一
七
七
） 

⑤ 

逢
ふ
事
は
な
だ
の
し
ほ
屋
の
あ
ま
人
の
か
ら
き
は
恋
の
こ
こ
ろ
な
り

け
り
（
一
七
八
） 

⑥ 

あ
は
ぬ
夜
の
さ
の
み
つ
も
る
を
い
か
に
せ
ん
枕
の
ち
り
は
は
ら
ひ
て

も
ね
ぬ
（
一
七
九
） 

⑦ 

涙
に
は
と
ふ
の
す
が
ご
も
朽
ち
は
て
て
あ
ら
ば
や
な
な
ふ
（
５
）

あ
け
て

待
つ
べ
き
（
一
八
〇
） 

⑧ 

ひ
き
か
さ
ね
い
つ
か
う
ら
な
く
あ
か
す
べ
き
よ
る
の
衣
を
返
し
返
し

て
（
一
八
一
） 

⑨ 

き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
し
ほ
ど
を
お
も
ふ
よ
り
か
さ
ね
ぬ
袖
も
う
ち
し
を

れ
け
り
（
一
八
二
） 

⑩ 

あ
ふ
事
は
夢
に
な
り
に
し
床
の
上
に
な
み
だ
ば
か
り
ぞ
う
つ
つ
な
り

け
る
（
一
八
三
） 

 

各
歌
を
見
て
い
く
と
、
①
～
⑤
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
ふ
坂
山
を
ふ
み
ま
よ

ひ
」
・
「
逢
ふ
事
の
む
な
し
き
」
・
「
ひ
た
ち
帯
の
む
す
ぶ
か
ご
と
を
た
の
む
ば

か
り
」
（
６
）

・
「
つ
れ
も
な
き
君
」
・
「
逢
ふ
事
は
な
だ
」
と
、
不
逢
恋
の
歌
に

な
っ
て
い
る
。
次
の
⑥
・
⑦
は
、
「
あ
は
ぬ
夜
の
さ
の
み
つ
も
る
」
・
「
と
ふ
の

す
が
ご
も
朽
ち
は
て
」
と
待
恋
が
詠
ま
れ
、
終
盤
の
⑧
～
⑩
は
「
ひ
き
か
さ
ね
い

つ
か
う
ら
な
く
あ
か
す
べ
き
」
・
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
」
・
「
あ
ふ
事
は
夢
に
な

り
に
し
床
の
上
」
と
共
寝
を
題
材
と
し
た
恋
が
展
開
し
て
い
く
配
列
と
な
っ
て
い

る
。 

 

語
句
に
着
目
し
て
み
る
と
、
第
一
に
〈
あ
ふ
〉
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
直
接
言
葉
を
詠
み
込
ん
で
い
る
も
の
が
、
①
「
あ
ふ
坂
山
」

・
②
「
逢
ふ
事
」
・
⑤
「
逢
ふ
事
」
・
⑥
「
あ
は
ぬ
夜
」
・
⑩
「
あ
ふ
事
」
の
５

首
、
比
喩
表
現
を
用
い
る
な
ど
し
て
間
接
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
③

「
ひ
た
ち
帯
の
む
す
ぶ
か
ご
と
」
・
⑦
「
と
ふ
」
・
⑧
「
ひ
き
か
さ
ね
」
・
⑨
「
き

ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
」
の
四
首
と
な
る
。 

第
二
に
、
衣
や
枕
に
寄
せ
た
歌
が
後
半
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
③
「
ひ
た
ち
帯
」
の
み
前
半
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
以
下
⑥
「
枕
の
ち
り
」
、

⑦
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
、
⑧
「
ひ
き
か
さ
ね
」
・
「
よ
る
の
衣
を
返
し
返
し
て
」
、

－ 26 －
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⑨
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
」
・
「
か
さ
ね
ぬ
袖
」
、
⑩
「
床
の
上
」
と
後
半
の
五
首

は
す
べ
て
衣
や
枕
を
題
材
に
恋
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
①
で
あ
る
。
表
に
ま
と
め
た
通

り
、
親
王
の
恋
部
は
題
材
や
言
葉
、
表
現
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
歌
順

183 182 181 180 179 178 177 176 175 174
歌
番
号

逢
不
逢
恋

逢
不
逢
恋

寄
衣
恋

待
つ
恋

寄
枕
恋

不
逢
恋

つ
れ
な
き
人

不
逢
恋

不
逢
恋

不
逢
恋

仮
題
※

あ
ふ
事

あ
は
ぬ
夜

逢
ふ
事

逢
ふ
事

あ
ふ
坂
山

き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ

ひ
き
か
さ
ね

と
ふ

ひ
た
ち
帯
の

む
す
ぶ
か
ご
と

ひ
た
ち
帯

衣
表
現

床
の
上

と
ふ
の
す

が
ご
も

枕
床
表
現

【表①：恋一〇首の構成】

ひ
き
か
さ
ね
・
よ
る
の
衣

重
ね
ぬ
袖
・
き
ぬ
ぎ
ぬ

「
 

あ
ふ

」
表
現

※便宜上私に仮題を付けた 

  

一
方
で
、
恋
愛
の
展
開
に
沿
っ
た
構
成
と
い
う
点
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
松
田

氏
（
７
）

は
、
恋
愛
成
就
、
す
な
わ
ち
恋
愛
の
頂
点
を
「
相
会
ふ
夜
」
だ
と
す
る
。
つ

ま
り
、
初
め
て
会
う
夜
を
境
と
し
て
恋
愛
成
就
以
前
・
恋
愛
成
就
以
後
に
分
け
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
惟
明
親
王
の
恋
部
後
半
の
配
列
に
は
違

和
感
が
あ
る
。 

 

待
つ
恋
を
詠
ん
だ
⑥
・
⑦
の
歌
は
、
す
で
に
男
の
訪
れ
が
途
絶
え
た
恋
愛
成
就

以
後
の
歌
だ
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
⑧
番
歌
は
「
い
つ
か
う
ら
な
く
あ
か
す

べ
き
」
や
「
夜
の
衣
を
返
し
返
し
て
」
（
８
）

と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
ま
だ
逢
瀬
は

果
た
さ
れ
て
い
な
い
、
恋
愛
成
就
以
前
の
歌
だ
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
恋
愛

成
就
以
後
の
歌
の
後
に
恋
愛
成
就
以
前
の
歌
が
来
て
し
ま
い
、
恋
愛
の
展
開
に
沿

っ
た
構
成
と
は
言
い
難
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
惟
明
親
王
の
恋
部
は
題
材
や
表
現
に
偏
り
が
見
ら
れ
、
ま
た
、

時
間
的
推
移
に
沿
う
と
い
う
百
首
歌
の
基
本
的
な
配
列
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に
、
惟
明
親
王
の
何
ら
か
の
工
夫
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
以
下
⑥
・
⑦
・
⑧
の
歌
を
取
り
上
げ
、
詳
し
く

検
討
し
て
い
き
た
い
。 

二 

一
七
九
番
歌 

―

「
枕
の
塵
」
を
「
は
ら
」
ふ
表
現―

 

次
に
⑥
歌
を
再
掲
す
る
。 

⑥ 

あ
は
ぬ
夜
の
さ
の
み
つ
も
る
を
い
か
に
せ
ん
枕
の
ち
り
は
は
ら
ひ
て

も
ね
ぬ
（
一
七
九
） 

先
行
研
究
で
は
こ
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
『
正
治
初

度
百
首
』
は
二
〇
一
六
年
に
注
釈
書
（
９
）

が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
歌
に

付
さ
れ
た
訳
注
を
次
に
引
用
す
る
。 

あ
な
た
に
逢
わ
ぬ
夜
が
こ
れ
ほ
ど
に
積
も
っ
て
い
く
の
を
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
枕
に
積
も
る
塵
は
払
お
う
と
も
、
あ
な
た
と
の
共
寝

は
叶
わ
ぬ
こ
と
よ
。
○
積
る―

「
塵
」
の
縁
語
。
○
枕
の
塵―

枕
に
塵
が
積

も
る
程
に
恋
人
と
の
共
寝
が
久
し
く
途
絶
え
て
い
る
こ
と
。
○
寝
ぬ―

「
ぬ
」

－ 27 －
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は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
。
恋
人
と
の
共
寝
は
実
現
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
。→

補
注 

 
 
 

補
注
▽
「
い
つ
か
我
逢
ひ
見
む
こ
と
を
今
宵
と
て
枕
の
塵
を
う
ち
払
ふ
べ

き
」
（
言
葉
集
・
覚
盛
）
の
よ
う
に
、
枕
の
塵
を
払
う
行
為
は
恋
人
と
の
逢

瀬
を
期
待
す
る
も
の
。
し
か
し
、
枕
の
塵
を
払
っ
て
も
共
寝
を
期
待
で
き
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
に
逢
瀬
が
途
絶
え
て
い
る
と
い
う
。 

 

右
に
掲
げ
た
通
り
、
「
あ
な
た
に
逢
わ
ぬ
夜
が
こ
れ
ほ
ど
に
積
も
っ
て
い
く
の

を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
枕
に
積
も
る
塵
は
払
お
う
と
も
、
あ
な

た
と
の
共
寝
は
叶
わ
ぬ
こ
と
よ
」
と
い
う
現
代
語
訳
を
付
し
、
「
枕
の
塵
」
の
注

と
し
て
「
枕
に
塵
が
積
も
る
程
に
恋
人
と
の
共
寝
が
久
し
く
途
絶
え
て
い
る
こ

と
」
と
し
て
い
る
。 

こ
の
「
枕
の
塵
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
み
る
と
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
で

は
『
兼
輔
集
』
が
初
出
と
な
る
。 

か
た
た
が
へ
に
い
き
た
る
と
こ
ろ
に
、
ま
く
ら
を
か
へ
す
と
て 

し
き
た
へ
の
ま
く
ら
に
ち
り
の
ゐ
ま
し
か
ば
た
ち
な
が
ら
に
ぞ
人
は
と
は

ま
し
（
七
六
） 

か
へ
し
、
女 

君
が
た
め
う
ち
は
ら
ひ
つ
る
し
き
た
へ
の
ま
く
ら
の
ち
り
に
け
が
れ
ぬ
る

か
な
（
七
七
） 

そ
の
他
の
用
例
で
は
、
次
に
抜
粋
し
て
い
る
よ
う
に
、
月
と
共
に
詠
ま
れ
る
例

が
散
見
さ
れ
る
。 

連
夜
に
月
を
み
る
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る 

 

し
き
た
へ
の
ま
く
ら
の
ち
り
や
つ
も
る
ら
ん
月
の
さ
か
り
は
い
こ
そ
ね
ら

れ
ね 

（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
五
・
雑
一
・
八
三
八
・
源
頼
家
朝
臣
） 

（
閨
中
月
） 

い
た
ま
よ
り
も
り
く
る
つ
き
は
こ
ひ
づ
ま
の
ま
く
ら
の
ち
り
の
か
ず
を
み

よ
と
か 

（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
・
秋
月
廿
首
・
四
二
七
） 

（
月
） 

う
ち
は
ら
ふ
枕
の
ち
り
も
か
く
れ
な
く
あ
れ
た
る
宿
を
て
ら
す
月
影 

（
『
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
朝
臣
家
歌
合
』
・
十
九
番
左
・
三
七
・
大
輔
） 

『
為
忠
家
初
度
百
首
』
や
『
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
朝
臣
家
歌
合
』
の
例
は
「
こ

ひ
づ
ま
」
や
「
あ
れ
た
る
宿
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
恋
愛
成
就
以
後
の
歌
だ
と

推
察
で
き
る
。 

同
時
代
や
近
時
代
の
用
例
に
絞
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。 

に
ご
り
行
く
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
ひ
と
り
ぬ
る
ま
く
ら
の
ち
り
に
つ
も
る
涙

は 

（
『
月
詣
和
歌
集
』
巻
第
四
恋
上
・
三
九
五
・
三
河
内
侍
） 

寄
枕 

い
つ
か
わ
れ
あ
ひ
み
む
こ
と
を
こ
よ
ひ
と
て
ま
く
ら
の
ち
り
を
う
ち
は
ら

ふ
べ
き 

（
『
言
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
三
・
恋
下
・
一
九
八
・
覚
盛
法
師
） 

（
右
大
臣
家
百
首
中
、
初
逢
恋
五
首
） 

あ
は
れ
と
も
先
見
る
ば
か
り
今
夜
我
が
枕
の
塵
を
し
ば
し
は
ら
は
じ 

（
『
林
葉
和
歌
集
』
巻
第
五
・
恋
歌
・
七
二
六
） 

『
月
詣
和
歌
集
』
や
『
林
葉
和
歌
集
』
は
巻
や
題
か
ら
、
恋
愛
初
期
を
詠
ん
だ
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歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
言
葉
和
歌
集
』
歌
は
恋
下
の
歌
で
あ
る
が
、
同
歌

集
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
（

10
）

が
、 

 
 

ま
ず
恋
三
巻
で
あ
る
が
、
巻
十
一
恋
上
、
巻
十
二
恋
中
は
連
続
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
巻
十
一
巻
頭
は
「
初
恋
心
」
で
、
大
よ
そ
恋
の
時
間

的
推
移
に
基
づ
い
て
配
列
さ
れ
、
巻
十
二
の
終
り
の
部
分
は
さ
ま
ざ
ま
な
恋

の
様
相
の
歌
が
置
か
れ
、
題
詠
と
、
恋
の
い
き
さ
つ
を
示
す
詞
書
の
あ
る
歌

と
が
共
存
し
て
い
る
。
巻
十
三
は
寄
物
恋
で
、
「
寄
立
春
恋
」
以
下
、
「
寄

無
常
恋
」
ま
で
、
ほ
ぼ
四
季
・
雑
題
に
寄
す
る
恋
で
あ
る
。 

と
、
そ
の
巻
構
成
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
言
葉
和
歌
集
』
巻
十
三
は
恋
下

で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
巻
は
寄
物
型
題
の
歌
を
集
め
た
巻
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
松
野
陽
一
氏
（

11
）

も
『
言
葉
和
歌
集
』
の
恋
部
の
構
成
に
つ
い
て
「
恋
下
部

は
、
歌
の
内
容
こ
そ
恋
中
に
連
続
し
て
、
修
復
し
得
な
い
恋
の
結
末
の
状
況
を
六

十
八
首
全
体
と
し
て
並
べ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
脚
注
で
「
個
別
に

は
か
な
ら
ず
し
も
全
て
が
終
末
の
状
況
と
は
限
ら
な
い
」
と
補
足
し
て
い
る
。
先

に
引
用
し
た
『
言
葉
和
歌
集
』
歌
は
、
相
手
と
の
逢
瀬
を
期
待
す
る
気
持
ち
を
詠

ん
で
お
り
、
ま
さ
に
「
恋
の
終
末
と
は
限
ら
な
い
」
歌
だ
と
言
え
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
「
枕
の
塵
」
と
い
う
語
は
、
恋
愛
成
就
以
前
の
歌
に
も
以
後

の
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
。 

 

こ
こ
で
惟
明
歌
に
戻
る
と
、
「
枕
の
ち
り
は
は
ら
ひ
て
も
ね
ぬ
」
と
続
い
て
い

る
。 

 

「
枕
の
塵
」
を
「
は
ら
」
ふ
と
い
う
詞
続
き
は
、
先
に
挙
げ
た
用
例
で
い
え
ば

『
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
朝
臣
家
歌
合
』
歌
、
『
言
葉
和
歌
集
』
歌
と
『
林
葉
和

歌
集
』
歌
が
該
当
す
る
。
『
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
朝
臣
家
歌
合
』
歌
は
恋
愛
成

就
以
後
の
歌
で
あ
り
、
後
の
二
首
は
逢
瀬
を
期
待
し
て
枕
の
塵
を
払
う
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。
そ
の
他
の
例
と
し
て
特
に
注
目
し
た
い
の
が
『
道
助
法
親
王
家
五
十

首
』
の
次
の
歌
で
あ
る
。 

寄
枕
恋 

 
 

何
と
又
ま
く
ら
の
ち
り
を
は
ら
ふ
ら
ん
な
ら
び
な
き
身
の
ね
や
の
秋
か
ぜ 

（
『
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
・
九
四
八
・
右
大
将
公
経
） 

右
の
歌
で
は
、
秋
風
は
ど
う
し
て
ま
た
枕
の
塵
を
払
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と

詠
ん
で
い
る
。
そ
の
疑
問
の
理
由
は
「
な
ら
び
な
き
身
」―

―

共
寝
を
す
る
相
手

が
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
「
秋
か
ぜ
」
に
は
当
然
「
飽
き
」
が
掛
か
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
相
手
の
訪
れ
が
な
け
れ
ば
、
共
寝
の
枕
に
積
も
っ
た
塵
を
払
う
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。 

惟
明
親
王
の
⑥
歌
も
、
下
句
の
「
枕
の
ち
り
は
は
ら
ひ
て
も
ね
ぬ
」
は
、
「
た

と
え
枕
に
積
も
る
塵
は
払
お
う
と
も
、
あ
な
た
と
の
共
寝
は
叶
わ
ぬ
こ
と
よ
」
の

意
で
は
な
く
、
（
あ
な
た
の
訪
れ
が
な
い
の
で
）
枕
の
塵
を
払
っ
て
（
あ
な
た
と
）

寝
る
こ
と
も
な
い
、
の
意
で
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

三 

一
八
〇
番
歌 

―

「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
と
「
塵
を
払
う
」
表
現―

 

⑦ 

涙
に
は
と
ふ
の
す
が
ご
も
朽
ち
は
て
て
あ
ら
ば
や
な
な
ふ
あ
け
て
待

つ
べ
き
（
一
八
〇
） 

こ
の
歌
の
和
歌
文
学
大
系
の
訳
注
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

私
の
涙
で
幅
広
の
十
編
の
菅
薦
は
す
っ
か
り
朽
ち
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
が

訪
う
て
く
れ
る
と
い
う
名
の
こ
の
菅
薦
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
寝
る
七

編
の
分
を
空
け
て
待
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
。
本
歌
「
陸
奥
の
十
編
の
菅
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- 30 - 

薦
七
編
に
は
君
を
寝
さ
せ
て
三
編
に
我
寝
む
」
（
俊
頼
髄
脳
他
）
。
○
十
編

の
菅
薦―

菅
で
編
み
目
を
十
筋
に
編
ん
だ
筵
・
「
編
」
は
薦
な
ど
の
編
み
目
。

恋
人
の
来
訪
の
意
の
「
訪
ふ
」
を
掛
け
る
。
○
七
編―

菅
薦
の
十
編
の
編
み

目
の
う
ち
の
七
編
分
。
▽
訪
れ
の
絶
え
た
男
を
待
つ
女
の
歌
。 

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
三
句
目
か
ら
四
句
目
に
跨
が
っ
て
い
る
「
朽
ち
果
て
て

あ
ら
ば
や
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ

の
部
分
は
、
先
の
和
歌
文
学
大
系
の
現
代
語
訳
で
は
「
す
っ
か
り
朽
ち
て
し
ま
っ

た
。
あ
な
た
が
訪
う
て
く
れ
る
と
い
う
名
の
こ
の
菅
薦
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。 

 

「
～
て
あ
ら
ば
や
」
と
い
う
例
は
、
惟
明
歌
以
前
に
は
見
出
せ
な
い
が
、
後
代

の
用
例
に
は
二
首
見
ら
れ
る
。
『
柳
風
和
歌
抄
』
歌
と
『
拾
藻
鈔
』
歌
で
あ
る
。 

き
き
し
ら
で
あ
ら
ば
や
し
ば
し
こ
こ
ろ
か
ら
身
に
し
む
風
の
秋
に
ふ
く
こ

ゑ 

（
『
柳
風
和
歌
抄
』
巻
第
三
秋
歌
・
六
五
・
侍
従
為
守
女
） 

元
弘
の
こ
ろ
、
藤
原
行
房
朝
臣
、
隠
州
に
下
向
し
侍
り
し
こ
ろ
、
た
よ

り
に
つ
け
て
申
し
つ
か
は
し
侍
り
し 

お
も
ひ
や
る
な
み
の
た
ち
ゐ
の
か
な
し
さ
は
よ
そ
に
も
袖
を
ほ
す
ひ
ま
ぞ

な
き 

返
し 

我
が
袖
は
な
み
の
た
ち
ゐ
に
く
ち
は
て
て
あ
ら
ば
や
い
ま
は
し
を
り
（

12
）

だ

に
せ
む 

（
『
拾
藻
鈔
』
第
八
雑
歌
上
・
三
六
一
・
三
六
二
） 

『
柳
風
和
歌
抄
』
歌
で
は
、
初
句
か
ら
二
句
目
に
か
け
て
「
～
て
あ
ら
ば
や
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
て
」
は
打
ち
消
し
の
接
続
助
詞
「
で
」
、
二
句
目
の
「
ば
や
」

は
終
助
詞
と
な
っ
て
い
る
。 

 

注
目
し
た
い
の
は
、
『
拾
藻
鈔
』
歌
の
方
で
、
こ
ち
ら
は
「
朽
ち
果
て
て
あ
ら

ば
や
」
と
い
う
言
葉
続
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
三
句
目
か
ら
四
句
目
に
ま
た
が

っ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
惟
明
歌
と
合
致
し
て
い
る
。
『
拾
藻
鈔
』
は
、
鎌

倉
末
期
～
南
北
朝
の
歌
人
・
公
順
の
私
家
集
で
、
こ
の
歌
は
、
詞
書
か
ら
、
元
弘

二
年
に
後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
配
流
に
つ
き
従
う
行
房
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
恋
歌
で
は
な
い
も
の
の
、
表
現
的
に
は
お
そ
ら
く
惟
明
歌
を
踏
ま
え
て
詠

ま
れ
た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
『
拾
藻
鈔
』
歌
で
は
、
上
句
の
意
か
ら
「
朽
ち

果
て
て
」
の
「
て
」
は
完
了
の
助
動
詞
、
「
あ
ら
ば
や
」
の
「
ば
や
」
は
接
続
助

詞
＋
係
助
詞
だ
と
判
断
で
き
る
。
『
拾
藻
鈔
』
の
こ
の
歌
も
、
惟
明
親
王
の
歌
も

事
実
上
の
三
句
切
れ
と
言
え
、
「
く
ち
は
て
て
あ
ら
ば
や
」
は
、
朽
ち
果
て
て
（
し

ま
っ
た
。
も
し
朽
ち
果
て
ず
に
）
あ
っ
た
な
ら
ば
、
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
適

当
だ
ろ
う
か
。 

 

つ
ま
り
惟
明
親
王
の
⑦
番
歌
は
、
「
涙
で
十
編
の
菅
薦
は
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ

て
、
も
し
あ
っ
た
な
ら
ば
七
編
を
空
け
て
待
つ
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
（
朽
ち

果
て
て
し
ま
っ
た
の
で
空
け
て
待
つ
こ
と
は
で
き
な
い
）
」
と
、
三
句
目
は
言
い

さ
し
表
現
、
下
句
は
疑
問
で
解
釈
し
た
い
。 

 

次
に
、
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
と
い
う
表
現
を
検
討
す
る
。 

 

こ
の
表
現
は
『
和
泉
式
部
続
集
』
が
初
出
と
な
る
。 

と
き
ど
き
く
る
人
、
畳
あ
つ
う
敷
き
て
お
き
た
れ
と
い
ひ
た
る
に 

た
ま
さ
か
に
と
ふ
の
す
が
ご
も
か
り
に
の
み
く
れ
ば
よ
ど
の
に
し
く
物
も

な
し 

（
『
和
泉
式
部
続
集
』
・
二
七
五
） 

以
降
も
多
数
の
例
が
あ
り
、
以
下
に
抜
粋
す
る
。 
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氷
満
池
水
八
条
に
て 

水
と
り
の
つ
ら
ら
の
ま
く
ら
ひ
ま
も
な
し
む
べ
さ
へ
け
ら
し
と
ふ
の
す
が

ご
も 

（
『
経
信
集
』
・
一
六
五
） 

霜
は
ら
ふ
鴨
の
う
は
毛
や
い
か
な
ら
ん
と
ふ
の
す
が
ご
も
さ
ゆ
る
よ
な
よ

な 

（
『
堀
河
百
首
』
・
冬
・
霜
・
九
二
八
・
河
内
） 

玉
ざ
さ
に
あ
ら
れ
た
ば
し
る
冬
の
夜
は
い
と
ど
ぞ
さ
ゆ
る
十
ふ
の
す
が
ご

も 

（
『
堀
河
百
首
』
・
冬
・
霰
・
九
二
九
・
公
実
） 

冬
の
夜
は
と
ふ
の
す
が
ご
も
さ
え
さ
え
て
独
ふ
せ
や
ぞ
い
と
ど
さ
び
し
き 

（
『
久
安
百
首
』
・
冬
・
五
四
・
公
能
） 

（
冬
夜
） 

ひ
と
り
ぬ
る
と
こ
に
こ
ほ
り
は
と
ぢ
ね
ど
も
さ
え
ま
さ
り
け
り
と
ふ
の
す

が
ご
も 

（
『
教
長
集
』
・
冬
歌
・
六
二
五
） 

田
家
冬
夜
の
心
を
よ
め
る 

み
ち
し
ば
に
し
も
や
お
く
ら
ん
あ
づ
ま
や
の
と
ふ
の
す
が
ご
も
さ
え
ま
さ

る
な
り 

（
『
成
仲
集
』
・
五
一
） 

特
に
冬
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
公
能
歌
や

教
長
歌
の
よ
う
に
独
り
寝
を
詠
み
込
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
語
の
用
例
と
し
て
圧
倒
的
に
多
い
の
が
、
『
俊
頼
髄
脳
』
所
収
の 

み
ち
の
く
の
と
ふ
の
す
が
ご
も
な
な
ふ
に
は
君
を
ね
さ
せ
て
み
ふ
に
我
ね

む
（
一
三
四
） 

を
踏
ま
え
た
も
の
で
、 

君
待
つ
と
と
ふ
の
す
が
ご
も
み
ふ
に
だ
に
寝
で
の
み
あ
か
す
夜
を
ぞ
重
ぬ

る 

（
『
久
安
百
首
』
・
恋
・
二
七
五
・
教
長
） 

（
雖
契
不
来
恋
） 

同 
 

中
中
に
た
の
め
ざ
り
せ
ば
み
ち
の
く
の
と
ふ
の
す
が
ご
も
中
に
ね
な
ま
し 

（
『
和
歌
一
字
抄
』
・
六
四
二
・
顕
輔
卿
） 

よ
も
す
が
ら
ま
つ
こ
ひ 

き
み
ま
つ
と
と
ふ
の
す
が
ご
も
み
ふ
に
だ
に
ま
だ
う
ち
ふ
さ
で
こ
よ
ひ
あ

か
し
つ 

（
『
有
房
集
』
・
三
一
七
） 

な
ど
は
、
そ
の
系
譜
に
連
な
る
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
語
句
（
「
君

待
つ
と
」
）
や
題
（
「
雖
契
不
来
恋
」
・
「
よ
も
す
が
ら
ま
つ
こ
ひ
」
）
か
ら
、

い
ず
れ
も
待
恋
の
歌
で
あ
り
、
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
と
い
う
表
現
が
、
『
俊
頼

髄
脳
』
所
収
歌
を
契
機
と
し
て
、
待
恋
の
句
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
で
、
同
時
代
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
『
師
光
集
』
や
『
千
五
百
番
歌
合
』

の
用
例
が
見
出
せ
る
。 

さ
り
と
も
と
と
ふ
の
す
が
ご
も
あ
け
て
待
つ
七
ふ
に
ち
り
の
つ
も
り
ぬ
る

か
な 

（
『
師
光
集
』
・
恋
・
六
六
） 

 
 
 

左 

－ 31 －



 

 
- 32 - 

ま
つ
ひ
と
も
と
ふ
の
す
が
ご
も
と
は
ば
こ
そ
な
な
ふ
を
あ
け
て
ぬ
と
も
し

ら
せ
め 左

歌
、
み
ち
の
く
の
と
ふ
の
す
が
ご
も
な
な
ふ
に
は
君
を
ね
さ
せ
て
み

ふ
に
わ
れ
ね
ん
、
と
申
す
歌
に
て
よ
ま
れ
た
る
が
、
上
句
に
と
ふ
と
よ

み
て
、
下
句
な
な
ふ
と
よ
め
る
、
や
ま
ひ
に
は
侍
ら
ず
や
、
と
ふ
の
す

が
ご
も
と
は
ば
と
そ
へ
ら
れ
た
る
は
、
こ
の
こ
も
な
ら
ず
と
も
、
そ
の

証
は
さ
だ
め
て
か
ん
が
へ
ら
れ
て
ぞ
よ
ま
れ
て
侍
ら
ん
（
以
下
略
） 

（
『
千
五
百
番
歌
合
』
・
恋
二
・
千
二
百
五
十
四
番
・
二
五
〇
六
・
小
侍
従
） 

 
 
 

左 
 

い
く
か
へ
り
な
な
ふ
の
ち
り
を
は
ら
ふ
ら
ん
ま
つ
よ
か
さ
な
る
と
ふ
の
す

が
ご
も 左

歌
は
、
さ
き
に
も
申
し
侍
り
つ
る
と
ふ
の
す
が
ご
も
の
歌
に
侍
り
、

上
に
な
な
ふ
の
ち
り
と
お
か
れ
て
、
末
に
と
ふ
の
す
が
ご
も
と
侍
れ

ば
、
右
歌
、
こ
と
の
ほ
か
の
き
ず
侍
ら
ず
は
、
左
歌
ま
け
侍
る
べ
き
に
、

右
歌
、
こ
と
の
ほ
か
に
た
ち
ま
さ
り
て
こ
そ
み
え
侍
れ 

（
『
千
五
百
番
歌
合
』
・
恋
三
・
千
二
百
八
十
七
番
・
二
五
七
二
・
保
季
朝
臣
） 

 

『
千
五
百
番
歌
合
』
の
一
二
五
四
番
の
歌
は
、
上
句
に
「
と
ふ
」
下
句
に
「
な

な
ふ
」
と
詠
ん
で
い
る
点
が
惟
明
親
王
の
歌
と
似
通
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
判
詞

を
見
て
み
る
と
、
「
上
句
に
と
ふ
と
よ
み
て
、
下
句
な
な
ふ
と
よ
め
る
」
こ
と
が

「
や
ま
ひ
」
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
惟
明
歌
で
も
、
歌
の
病
を
回
避
し

よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
か
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
『
俊
頼
髄
脳
』
所
収

歌
以
来
の
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
そ
う
と
す
る
意
識
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

類
推
で
き
る
。 

ま
た
、
『
師
光
集
』
歌
で
は
、
上
句
に
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
、
下
句
に
「
ち

り
の
つ
も
り
ぬ
る
か
な
」
と
詠
ま
れ
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
一
二
八
七
番
歌
で

も
、
上
句
に
「
ち
り
を
は
ら
ふ
」
、
下
句
に
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
と
詠
ま
れ
て

お
り
、
正
治
年
頃
に
「
塵
を
払
う
」
と
「
と
ふ
の
す
が
ご
も
」
と
い
う
表
現
が
取

り
合
わ
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。 

 

そ
う
す
る
と
、
⑥
・
⑦
の
歌
は
一
首
ず
つ
独
立
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
一
つ
の
表
現
を
二
首
に
分
け
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

四 

一
八
一
番
歌 

―

「
う
ら
な
」
し
と
「
夜
の
衣
」
表
現―

 

⑧ 

ひ
き
か
さ
ね
い
つ
か
う
ら
な
く
あ
か
す
べ
き
よ
る
の
衣
を
返
し
返
し

て
（
一
八
一
） 

こ
の
歌
の
和
歌
文
学
大
系
の
訳
注
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

あ
な
た
と
私
は
、
衣
を
互
い
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
い
つ
か
心
に
隔
て
な
く
夜

を
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
日
を
待
ち
わ
び
て
、
夜
の
衣

を
裏
返
し
に
着
る
こ
と
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
け
ど
。
参

考
「
い
と
せ
め
て
恋
し
き
と
き
は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る
」

（
古
今
・
恋
二
・
小
野
小
町
）
。
○
う
ら
な
く―

―

心
に
隔
て
の
な
い
さ
ま
。

衣
の
「
裏
」
を
響
か
せ
る
。→

補
注
。 

  
 

補
注
○
下
句―

夜
着
を
裏
返
し
に
着
て
寝
る
こ
と
。
恋
し
い
人
に
夢
で
会
う

こ
と
を
願
う
行
為
。
結
句
は
、
そ
の
よ
う
な
夜
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ

と
を
表
す
。 
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和
歌
文
学
大
系
の
訳
注
で
は
、
不
逢
恋
の
状
態
な
の
か
、
逢
不
逢
恋
の
状
態
な

の
か
が
不
明
瞭
だ
が
、
続
く
一
八
二
番
歌
の
補
注
に
「
前
歌
か
ら
引
き
続
い
て
、

衣
を
重
ね
る
こ
と
を
素
材
に
取
る
。
前
歌
で
は
叶
い
得
な
か
っ
た
衣
を
重
ね
る
こ

と
＝
逢
瀬
は
当
該
歌
で
果
た
さ
れ
、
逢
瀬
の
後
に
な
お
恋
人
を
慕
い
思
う
内
容
と

な
る
」
と
あ
る
の
で
、
不
逢
恋
の
歌
と
解
釈
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

確
か
に
「
い
つ
か
う
ら
な
く
あ
か
す
べ
き
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
ま
だ
逢
瀬

は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
、
逢
瀬
を
果
た
し
た
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、

「
夜
の
衣
を
返
し
返
し
て
」
の
典
拠
で
あ
る
小
町
の
「
い
と
せ
め
て
こ
ひ
し
き
時

は
む
ば
玉
の
よ
る
の
衣
を
返
し
て
ぞ
き
る
」
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
二
の
歌
で

恋
愛
成
就
以
前
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
恋
部
の
基
本
的
な
展
開
に
則
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
部
立
の
後
半

に
不
逢
恋
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。 

 

こ
こ
で
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
上
句
の
「
う
ら
な
く
あ
か
す
」
と
は

ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
語
に
直
訳
す
れ
ば
和
歌

文
学
大
系
の
訳
通
り
「
心
に
隔
て
な
く
夜
を
明
か
す
」
状
態
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

は
初
逢
夜
の
状
態
な
の
か
、
す
で
に
初
め
て
の
逢
瀬
は
果
た
さ
れ
て
い
て
そ
の
上

で
心
置
き
な
く
夜
を
明
か
す
関
係
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。 

 

「
う
ら
な
く
あ
か
す
」
と
い
う
表
現
は
、
管
見
の
限
り
、
当
該
歌
の
み
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
下
句
の
「
よ
る
の
衣
を
返
」
す
と
い
う
表
現
が
、
恋
愛
成
就
以
後
の

関
係
で
も
詠
ま
れ
る
の
か
を
探
っ
た
。 

（
恋
） 

あ
は
ぬ
夜
は
返
す
と
い
ひ
し
衣
手
を
引
き
と
め
て
だ
に
恨
か
け
ば
や 

（
『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
・
六
七
） 

（
春
恋
） 

三
番 

左
持 

有
家 

夢
に
だ
に
み
ぬ
よ
な
よ
な
を
恨
み
き
て
衣
は
る
さ
め
し
を
れ
て
ぞ
ふ
る 

左
、
こ
ろ
も
春
雨
し
を
れ
て
ぞ
ふ
る
、
と
い
へ
る
詞
よ
せ
お
ほ
く
み
え

侍
り
、
右
ま
た
か
の
、
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に
、
と
い
へ
る
歌
の
心

を
恋
に
ひ
き
な
し
て
、
涙
う
ち
い
づ
る
袖
の
春
風
、
と
い
へ
る
、
左
は

よ
せ
お
ほ
く
、
右
は
え
ん
に
み
ゆ
、
よ
り
て
な
ぞ
ら
へ
て
持
と
す
べ
し 

（
『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
・
三
番
・
五
・
有
家
） 

『
殷
富
門
院
大
輔
集
』
歌
は
、
相
手
が
「
あ
は
ぬ
夜
は
（
衣
を
）
返
す
」
と
「
い
」

っ
て
お
り
、
詠
歌
主
体
は
そ
の
せ
め
て
「
衣
手
を
引
き
と
め
て
」
で
も
恨
み
言
を

言
い
た
い
と
詠
ん
で
い
る
。
歌
意
か
ら
も
、
恋
愛
成
就
以
後
の
歌
で
あ
る
。
『
水

無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
歌
は
、
衣
を
返
す
と
こ
そ
詠
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
上

句
の
「
夢
に
だ
に
み
ぬ
」
、
下
句
の
「
衣
」
と
い
う
詞
か
ら
、
衣
を
裏
返
し
て
寝

る
と
恋
し
い
相
手
を
夢
で
見
る
と
い
う
小
町
歌
か
ら
の
表
現
を
踏
ま
え
た
歌
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。「 

夢
に
だ
に
み
ぬ
」
相
手
と
は
当
然
現
実
で
も
逢
瀬

が
途
絶
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
こ
ち
ら
も
恋
愛
成
就
以
後
の
歌
だ
と
見

な
せ
る
だ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
逢
瀬
が
果
た
さ
れ
た
後
も
、
夜
の
衣
を
返
す
と
い
う
表
現
は
用

い
ら
れ
る
。
⑧
歌
は
、
初
め
て
の
逢
瀬
を
期
待
す
る
歌
と
い
う
よ
り
は
す
で
に
初

め
て
の
逢
瀬
は
果
た
さ
れ
て
い
て
そ
の
上
で
心
置
き
な
く
夜
を
明
か
す
関
係
を

願
う
歌
と
解
釈
し
た
い
。 

お
わ
り
に 
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惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
恋
部
は
、
①
～
⑤
が
恋
愛
成
就
以
前
を
、
⑥

～
⑩
が
恋
愛
成
就
以
後
を
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
お
り
、
時
間
的
推
移
に
配
列
す
る

と
い
う
恋
部
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
親
王
も
踏
襲
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら

に
細
か
く
分
け
る
と
、
不
逢
恋
を
詠
ん
だ
歌
群
（
①
～
⑤
）
・
待
恋
を
詠
ん
だ
歌

群
（
⑥
・
⑦
）
・
共
寝
を
主
題
と
し
た
歌
群
（
⑧
～
⑩
）
の
大
き
く
三
つ
の
ま
と

ま
り
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
五
首
は
ひ
た
す
ら
に
逢
う
ま
で
の
苦
し
み

を
詠
い
、
中
盤
の
二
首
で
は
同
時
代
に
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
た
表
現
を
配
列
と
い

う
観
点
か
ら
利
用
し
つ
つ
待
恋
を
詠
ん
だ
。
終
盤
の
三
首
で
は
、
共
寝
の
歌
を
並

べ
な
が
ら
逢
不
逢
恋
の
苦
し
み
を
詠
ん
で
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
た
の
が

次
の
表
②
で
あ
る
。 

⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
歌
順

183 182 181 180 179 178 177 176 175 174
歌
番
号

恋
の
成
就

主
題

あ
ふ
事

あ
は
ぬ
夜

逢
ふ
事

逢
ふ
事

あ
ふ
坂
山

と
ふ

衣
表
現

床
の
上

と
ふ
の
す

が
ご
も

枕
の
塵

床
表
現

「
 

あ
ふ

」
表
現

以前以後

【表②：恋一〇首の構成2】

不逢恋待恋共寝

き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
・
重
ね
ぬ
袖

ひ
き
か
さ
ね
・
よ
る
の
衣

ひ
た
ち
帯
の

む
す
ぶ
か
ご
と

 

 

こ
の
よ
う
に
歌
群
毎
に
歌
の
主
題
や
歌
材
に
統
一
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
後
鳥

羽
院
の
よ
う
に
十
首
全
体
で
恋
の
展
開
を
構
成
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
男
女
ど
ち

ら
か
の
視
点
に
立
っ
て
統
一
さ
せ
る
と
い
う
手
法
は
見
ら
れ
な
い
。 

し
か
し
、
惟
明
親
王
の
三
つ
の
歌
群
は
漫
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
⑤
か
ら
⑥
へ
は
「
逢
ふ
事
」
・
「
あ
は
ぬ
夜
」
と
〈
あ
ふ
〉
と
い
う
言
葉
で

結
び
付
き
、
ま
た
、
「
枕
の
塵
」
が
同
時
代
に
は
不
逢
恋
の
歌
で
も
多
く
詠
ま
れ

て
い
た
こ
と
（

13
）

か
ら
、
歌
の
主
題
に
お
い
て
も
連
続
性
が
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、

⑥
・
⑦
か
ら
⑧
以
降
へ
は
、
衣
や
床
に
関
連
す
る
表
現
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
。
惟
明
親
王
の
恋
部
の
特
徴
と
も
言
え
る
同
じ
言
葉
や
類
似
表
現
の
多
用

は
、
各
歌
群
を
連
結
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
や
表
現
に
よ
り
歌
を
連
結
し
て
い
く
手
法
は
部
立
内

に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
『
正
治
初
度
百
首
』
で
は
、
恋
の
次
に
羇
旅
の
歌
が

置
か
れ
て
い
る
が
、
惟
明
親
王
の
羇
旅
一
首
目
を
次
に
掲
げ
る
。 

 
 

見
せ
ば
や
な
磯
の
松
風
お
と
さ
え
て
か
た
し
く
袖
も
こ
ほ
る
な
み
だ
を
（
一

八
四
） 

 

傍
線
箇
所
「
か
た
し
く
袖
」
は
や
は
り
独
り
寝
を
表
わ
す
表
現
で
あ
り
、
恋
と

羇
旅
の
間
に
も
表
現
上
の
つ
な
が
り
見
出
せ
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
惟
明
親
王
の

配
列
の
工
夫
を
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。 

注 

（
１
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
六
五

年
初
版
・
一
九
八
〇
年
再
版
） 
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松
田
氏
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
部
の
構
造
を
、
恋
愛
成
就
以
前
（
恋
一

・
恋
二
）→

恋
愛
成
就
期
（
恋
三
）→

恋
愛
成
就
以
後
（
恋
四
・
恋
五
）

の
三
つ
に
分
け
る
。 

（
２
）
浅
田
徹
『
百
首
歌 

祈
り
と
象
徴
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
七
月
） 

（
３
）
寺
島
恒
世
「
「
正
治
二
年
初
度
百
首
」
考―

後
鳥
羽
院
の
百
首
歌
に
つ
い

て
」
（
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
八
一
号
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
） 

（
４
）
『
正
治
初
度
百
首
』
の
本
文
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
拠
り
、
本
資
料
で

は
便
宜
上
、
書
陵
部
本
を
底
本
と
す
る
『
新
編
国
歌
大
観
』
（CD-ROM

版

Ver.2

）
か
ら
引
用
し
た
。
和
歌
の
冒
頭
に
は
丸
数
字
を
付
し
部
立
内
で
の

位
置
を
示
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
に
つ
い
て
も
『
新
編
国
歌
大

観
』
（CD-ROM

版Ver.2

）
に
拠
っ
た
。
な
お
引
用
文
中
に
あ
た
っ
て
私

に
傍
線
等
を
付
し
た
。 

（
５
）
四
句
目
に
つ
い
て
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
翻
刻
本
文
で
は
「
な
ら
ぶ
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
底
本
で
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
本
文
は
「
な
ゝ

ふ
」
で
あ
る
と
判
断
し
、
私
に
「
な
な
ふ
」
と
校
訂
し
て
い
る
。 

な
お
、
田
中
洋
己
氏
は
、
「
三
宮
惟
明
親
王
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
つ

い
て
」
（
『
中
世
前
期
の
歌
書
と
歌
人
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
一
二

月
：
初
出
『
岡
大
国
文
論
稿
』
三
四
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
の
中
で
、

「
涙
に
は
と
ふ
の
菅
菰
朽
ち
果
て
て
あ
ら
ば
や
な
ら
ふ
空
け
て
待
つ
べ

き
（
恋
・
一
八
〇
）
。
こ
の
歌
は
『
俊
頼
髄
脳
』
所
収
の
古
歌
「
陸
奥
の

と
ふ
の
菅
菰
七
ふ
に
は
君
を
寝
さ
せ
て
三
ふ
に
我
寝
む
」
を
踏
ま
え
た
作

で
あ
っ
て
、
第
四
句
は
「
あ
ら
ば
や
な
な
ふ
」
が
本
来
の
形
で
あ
る
か
と

思
わ
れ
る
。
」
と
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
翻
刻
本
文
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
る
。 

（
６
）
「
あ
づ
ま
ぢ
の
み
ち
の
は
て
な
る
ひ
た
ち
お
び
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ

み
て
し
か
な
」
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
・
三
三
六
〇
）
。
『
和
歌
文

学
大
系
49 

正
治
二
年
院
初
度
百
首
』
（
明
治
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
の

注
で
は
本
歌
と
し
て
こ
の
歌
を
引
用
し
て
い
る
。 

（
７
）
松
田
氏
は
注
（
１
）
掲
出
書
の
中
で
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
恋
部
の
構
成

に
つ
い
て 

巻
第
十
三
恋
歌
三
全
巻
は
、
「
会
は
ず
し
て
帰
る
」
歌
群
に
始
ま
り
、

無
き
名
が
立
ち
、
そ
れ
に
も
め
げ
ず
通
ひ
、
遂
に
「
相
逢
ふ
夜
」
を

迎
へ
て
宿
望
を
達
成
す
る
。
し
か
し
、
翌
朝
は
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
思
ひ
に

泣
き
、
人
目
を
は
ば
か
つ
て
「
夢
か
う
つ
ゝ
か
」
の
境
地
に
さ
ま
よ

ひ
、
相
会
ひ
な
が
ら
も
、
浮
き
名
の
立
つ
こ
と
を
恐
れ
る
。
さ
う
し

た
人
知
れ
ぬ
恋
を
、
「
衣
に
寄
す
」
「
夢
路
に
通
ふ
」
「
人
目
つ
ゝ

み
」
「
人
に
知
ら
れ
ぬ
」
な
ど
の
歌
群
に
よ
り
詳
述
す
る
。
秘
め
た

夫
婦
関
係
の
持
続
に
も
限
度
が
あ
り
、
自
然
、
「
色
に
出
で
ぬ
べ
し
」

と
い
っ
た
気
持
に
転
移
す
る
。
さ
う
思
ふ
と
、
急
に
心
の
緊
張
が
解

け
、
浮
き
名
は
世
情
に
一
時
に
立
つ
て
し
ま
う
。
従
つ
て
、
「
会
は

ず
し
て
帰
る
」
以
下
「
浮
き
名
立
つ
」
ま
で
の
歌
群
の
排
列
に
よ
り
、

「
相
会
ふ
夜
」
を
恋
愛
成
就
の
頂
点
と
し
、
そ
の
前
後
の
様
相
を
詳

細
に
表
現
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。 

（
８
）
「
い
と
せ
め
て
こ
ひ
し
き
時
は
む
ば
玉
の
よ
る
の
衣
を
返
し
て
ぞ
き
る
」

（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
二
・
恋
二
・
五
五
四
・
小
野
小
町
） 

（
９
）
『
和
歌
文
学
大
系
49 

正
治
二
年
院
初
度
百
首
』
（
注
（
６
）
掲
出
書
）
。

惟
明
親
王
歌
の
訳
注
は
木
下
華
子
氏
に
よ
る
。 
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（
10
）
井
上
宗
雄
「
「
言
葉
集
」
雑
感
」
（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
一
〇
〇
号
、

一
九
九
二
年
一
二
月
） 

（
11
）
松
野
陽
一
「
『
言
葉
集
』
の
撰
集
方
針―

恋
下
部
の
寄
物
型
題
配
列
の
意

図―
」
（
『
千
載
集
前
後
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
五
月
：
初
出
『
和

歌
文
学
の
伝
統
』
有
吉
保
編
、
門
川
書
店
、
一
九
九
七
年
八
月
） 

（
12
）
歌
意
か
ら
「
し
ほ
る
」
の
意
だ
と
解
釈
し
た
。 

（
13
）
⑥
・
⑦
の
歌
に
は
い
ず
れ
も
同
時
代
歌
の
影
響
が
看
取
さ
れ
た
が
、
田
中

洋
己
氏
は
、
注
（
５
）
掲
出
書
の
中
で
、
惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』

歌
が
、
同
時
代
あ
る
い
は
近
時
代
の
歌
人
た
ち
の
詠
歌
か
ら
様
々
な
表
現

を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
⑥

・
⑦
歌
で
は
、
一
首
の
中
に
留
ま
ら
ず
、
配
列
に
跨
が
っ
て
、
同
時
代
歌

人
た
ち
の
詠
歌
表
現
の
取
り
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
他
に
も
こ
の
よ
う

な
例
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
惟
明
親
王
歌
の
検
討
に
は
こ
の
点
に
も
注

意
を
払
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

  

（
き
た
は
ら 

さ
ゆ
り
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
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