
「
西
行

の
恋
歌

に

つ
い

て

の

一
考

察

」

西

村

真

一

一

西
行
に
は
、
お
よ
そ
三
百
首
の
恋
歌
が
あ
る
。
西
行

の
歌
は
、
総
数
約
二
千

百
首
で
あ
る
か
ら
、
三
百
首
と
い
う
恋
歌
の
数
は
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
自
己
の
内
面
す
な
わ
ち

こ
こ
ろ
を
歌
う
こ
と
を
作
歌
態
度
の
基
本
に

す
え
て
い
た
西
行

に
は
、
述
懐
の
歌
や
恋
の
歌
が
多

い

の
は

当
然
と
も
い
え

る
。勅

撰
集

へ
の
入
集
状
況
を
み
て
も
、
西
行
が
恋
歌
の
作
者
と
し
て
、
そ
れ
な

り
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
ろ
み
に

「
詞
花
集
」

(
こ
の

集
で
は
、
西
行
の
歌
は
読
人
知
ら
ず
と
し
て
出
て
い
る
)
以
下
、

西
行
の
歌
が

採
ら
れ
た
勅
撰
集
十
六
に
つ
い
て
、
入
集
歌
の
総
数
と
恋
歌
の
数
を
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
(注
-
)。

(

)
内

の
数
字
は
恋
歌
の
数
を
示
す
。

詞
花
集

千
載
集

新
古
今
集

新
勅
撰
集

続
後
撰
集

続
古
今
集

続
拾
遺
集

新
後
撰
集

玉
葉
集

」
首

(○
)

十
八
首

(三
首
)

九
十
四
首

(
十
七
首
)

十
四
首

(二
首
)

十
三
首

(二
首
)

十
首

(
五
首
)

九
首

(
一
首
)

十

一
首

(○
)

五
十
七
首

(
七
酋
)

続
千
載
集

続
後
拾
遺
集

風
雅
集

新
千
載
集

新
拾
遺
集

新
後
拾
遺
集

新
続
古
今
集

四
首

(○
)

三
首

(
一
首
)

十
三
首

(○
)

四
首

(
一
首
)

九
首

(○
)

三
酋

(○
)

三
首

(○
)

西
行
の
勅
撰
集
入
集
歌
の
総
数
は
二
百
六
十
六
首
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
恋
歌
は

三
十
九
首
で
あ
る
。
西
行
の
恋
歌
の

一
割
強
が
勅
撰
集

に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

次
に
、
西
行
の
歌
が
最
も
多
く
採
ら
れ
た

「新
古
今
集
」
に
つ
い
て
、
西
行

以
下
六
人
の
上
位
入
集
者
の
入
集
歌
の
数
と
恋
歌
の
数
と
を
示
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
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西
行

慈
円

良
経

俊
成

式
子
内
親
王

定
家

九
十
四
首

九
十

一
首

七
十
九
首

七
十
二
首

四
十
九
首

四
十
六
首

(十
七
首
)

(七
首
)

(二
十
首
)

(
八
首
)

(十

一
首
)

(十
四
首
)

数
の
上
で
は
、
西
行
の
恋
歌
は
良
経
に
つ
い
で
多
い
が
、
入
集
歌
に
占
め
る
恋

歌
の
割
合
で
は
、
定
家

・
良
経
に
つ
い
で
第
三
位
と
な
る
。
恋
歌
の
名
手
と
さ



m
　
　
れ
る
の
は
定
家
で
あ
る
が
、
　
「
新
古
墨
譜
」
の
十
七
首
を
は
じ
め
と
し
て
、
勅

　
　
撰
集
に
合
計
三
十
九
首
採
ら
れ
た
西
行
の
恋
歌
も
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ

　
　
と
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
勅
撰
集
に
は
西
行
の
ど
の
よ
う
な
恋
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
で
あ

　
　
ろ
う
か
亀
そ
の
一
例
と
し
て
「
新
古
多
出
」
に
入
窪
し
た
西
行
の
恋
歌
を
次
に

　
　
か
か
げ
瓢
そ
の
特
色
を
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

（3）　（2）　（i）（4）（8）・　（7）　（6）　（5）⑨（15）　（i4　aO　（iZ　（1i）　（iO）

は
る
か
な
る
岩
の
は
ざ
ま
に
ひ
と
り
ゐ
て
人
め
お
も
は
で
物
思
は
ぼ
や

数
な
ら
ぬ
心
の
と
が
に
な
し
は
て
じ
し
ら
せ
て
こ
そ
は
身
を
も
う
ら
み
め

な
に
と
な
く
さ
す
が
に
を
し
き
い
の
ち
か
な
あ
り
へ
ば
人
や
お
も
ひ
し
る

と
て

お
も
ひ
し
る
人
あ
り
あ
け
の
よ
な
り
せ
ば
つ
き
せ
ず
身
を
ば
恨
み
ざ
ら
ま

しあ
ふ
ま
で
の
い
の
ち
も
が
な
と
思
ひ
し
は
く
や
し
か
り
け
る
わ
が
心
か
な

お
も
影
の
忘
ら
る
ま
じ
き
別
れ
か
な
な
ご
り
を
人
の
月
に
と
ど
め
て

有
明
は
思
ひ
い
で
あ
れ
や
よ
こ
雲
の
た
だ
よ
は
れ
つ
る
し
の
の
め
の
空

人
は
こ
で
か
ぜ
の
け
し
き
も
ふ
け
ぬ
る
に
あ
は
れ
に
か
り
の
音
つ
れ
て
ゆ

くた
の
め
ぬ
に
暦
く
や
と
待
つ
宵
の
ま
の
ふ
け
ゆ
か
で
た
だ
あ
け
な
ま
し
か

ばあ
は
れ
と
て
人
の
心
の
情
あ
れ
な
数
な
ら
ぬ
に
は
よ
ら
ぬ
歎
き
を

身
を
し
れ
ば
人
の
と
が
と
は
思
は
ぬ
に
恨
み
が
ほ
に
も
ぬ
る
る
袖
か
な

月
の
み
や
う
は
の
空
な
る
か
た
み
に
て
思
ひ
も
い
で
ば
心
か
よ
は
ん

隈
も
な
き
を
り
し
も
人
を
思
ひ
い
で
て
心
と
月
を
や
つ
し
つ
る
哉

物
思
ひ
て
詠
む
る
比
の
月
の
色
に
い
か
ば
か
り
な
る
哀
そ
ふ
ら
ん

う
と
く
な
る
人
を
な
に
と
て
恨
む
ら
ん
し
ら
れ
ず
し
ら
ぬ
を
り
も
あ
り
し

に

⑯
　
い
ま
そ
し
る
思
ひ
い
で
よ
と
契
り
し
は
忘
れ
ん
と
て
の
な
さ
け
な
り
け
り

⑰
　
あ
は
れ
と
て
と
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
ん
物
思
ふ
宿
の
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ

　
右
の
十
七
首
は
、
い
ず
れ
も
あ
わ
れ
深
い
恋
の
情
趣
を
優
艶
に
う
た
い
、
し

か
も
し
み
じ
み
と
し
た
余
情
の
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
っ
て
、
「
新
古
今
集
」
の

歌
の
理
想
に
か
な
っ
た
歌
と
い
え
よ
う
。
こ
の
前
提
に
立
っ
て
、
右
の
十
七
首

の
中
に
、
西
行
の
個
性
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た

い
。

　
ω
は
家
集
に
は
な
く
、
「
新
古
今
集
」
に
の
み
見
出
さ
れ
る
歌
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
晩
年
の
作
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
、
西
行
が
最
後
に
到
達

し
た
恋
歌
の
歌
境
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
注
2
）
。
「
物
思
ふ
」
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
恋
の
物
思
い
で
あ
る
が
、
「
は
る
か
な
る
岩
の
は
ざ
ま
に
ひ
と
り
ゐ
て
」

と
い
う
姿
勢
に
、
西
行
的
な
深
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
は
、
述
懐

の
歌
と
つ
な
が
る
性
格
を
内
容
に
も
っ
て
い
る
。

　
後
朝
の
別
れ
を
詠
ん
だ
⑥
や
⑦
は
、
調
べ
も
な
だ
ら
か
で
、
優
美
な
恋
の
情

致
を
盛
り
、
か
つ
余
情
の
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
同
様
に
、
⑧
、
⑭
、
⑰
な

ど
も
、
恋
の
情
趣
を
季
節
の
風
物
と
融
合
さ
せ
て
巧
み
に
詠
み
、
あ
わ
れ
深
さ

が
漂
う
。
勅
撰
集
の
恋
歌
の
理
想
に
ま
さ
し
く
か
な
う
、
と
と
の
っ
た
姿
を
も

つ
恋
歌
で
あ
る
。

　
西
行
が
、
晩
年
の
歌
論
書
「
西
公
談
抄
」
で
、
歌
は
「
古
今
集
」
の
風
体
を

も
と
と
し
て
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
当
時
と
し
て
は
、
い
わ
ば
一
般
的
な
考
え
方
で
、
西
行
独
自
の

考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
西
行
が
、
歌
の
あ
る

べ
き
姿
と
し
て
「
古
今
集
」
の
歌
を
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
西
公
談
抄
」
の
中
で
、
西
行
が
恋
歌
の
秀
歌
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は

次
の
三
首
で
あ
る
。
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松
嶋
や
雄
島
が
磯
に
あ
さ
り
せ
し
あ
ま
の
袖
こ
そ
か
く
は
ぬ
れ
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
後
拾
遺
集
」
・
源
重
之
）

　
難
波
江
の
藻
に
う
つ
も
る
る
玉
柏
あ
ら
は
れ
て
だ
に
人
を
恋
は
ば
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
千
載
集
」
・
源
俊
頼
）

　
今
日
こ
そ
は
い
は
せ
の
森
の
下
紅
葉
色
に
い
つ
れ
ば
散
り
も
こ
そ
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
金
葉
集
」
。
索
出
百
日
）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
、
洗
練
さ
れ
た
技
巧
に
よ
っ
て
、
恋
の
情
趣
を
巧

み
に
詠
ん
で
お
り
、
　
「
古
今
集
」
の
流
れ
に
立
っ
て
、
恋
歌
の
理
想
を
示
す
歌

で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
当
時
、
も
っ
と
も
好
ま
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
流

麗
な
恋
歌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
西
行
も
「
古
今
集
」
や
右
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
歌
に
よ
っ
て
、
若
い
頃
か
ら
恋
歌
を
学
ん
で
き
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
歌
と
「
新
古
今
集
」
所
載
の
西
行
の
恋
歌
と
を
比

較
し
て
み
る
と
、
西
行
が
理
想
と
考
え
た
歌
の
姿
と
実
際
の
作
品
と
が
必
ず
し

も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
行
の
恋
歌
の
中
に
は
、
　
「
古
今

集
」
の
歌
の
模
倣
に
お
わ
り
、
個
性
の
感
じ
ら
れ
ぬ
凡
作
も
少
な
く
な
い
が
、

「
新
古
今
回
」
所
載
歌
を
は
じ
め
と
す
る
秀
歌
は
「
古
今
集
」
の
伝
統
を
受
け

つ
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
歩
、
独
自
の
領
域
に
お
い
て
深
め
た
歌
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
新
古
今
集
」
所
載
の
恋
歌
に
も
、
他
の
歌
人
の
恋
歌
と
比
較
し

た
と
き
、
西
行
的
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
そ
の
西

行
的
な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
先
の
十
七
首
の
歌
に
即
し
て
考
え
て

み
た
い
。

　
西
行
が
、
体
験
を
通
し
て
歌
う
タ
イ
プ
の
歌
人
で
あ
り
、
現
実
的
な
歌
風
の

持
主
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
新
古
今
集
」
所
載
の

十
七
首
の
恋
歌
に
も
、
作
風
の
特
色
が
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
第

一
に
、
体
験
に
基
づ
く
実
感
的
な
作
風
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
③
や
⑥
な
ど
に
在
俗
時
代
の
恋
愛
体
験
が
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方

は
、
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
直
観
的
な
見
方
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
恋
愛
中
も
し
く
は
そ
う
し
た
こ
と
を
体
験
し
た
直
後

に
詠
ま
れ
た
と
は
限
ら
な
く
と
も
、
広
い
意
味
で
体
験
に
基
づ
く
歌
、
恋
の
思

い
出
の
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
西
行
は
、
現
実
を
直
視
し
、
人
生
上
の

出
来
事
と
ま
と
も
に
向
き
合
う
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
の
歌
で

も
傍
証
で
き
る
し
、
と
く
に
恋
愛
に
関
し
て
は
、
鋭
い
感
受
性
で
そ
れ
を
受
け

と
め
、
そ
の
体
験
的
な
事
実
を
老
年
期
ま
で
大
切
に
あ
た
た
め
続
け
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
西
行
の
家
集
「
聞
書
集
」
に
、
　
「
嵯
峨
に
す
み
け
る
に
た
は
ぶ
れ
歌
と
て
人

々
よ
み
け
る
を
」
と
い
う
詞
書
を
付
し
た
十
三
首
の
連
作
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は

幼
少
期
を
回
顧
し
て
詠
ん
だ
現
実
的
な
歌
で
あ
る
が
（
注
3
）
、
そ
こ
に
次
の
よ
う

な
歌
が
あ
る
。

　
恋
し
き
を
た
は
ぶ
れ
ら
れ
し
そ
の
か
み
の
い
は
け
な
か
り
し
折
の
心
は

　
も
と
よ
り
右
の
歌
の
素
材
は
、
幼
少
期
の
さ
さ
い
な
一
事
件
で
あ
ろ
う
が
、

そ
こ
に
生
じ
た
幼
い
日
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
を
老
年
に
至
っ
て
も
鮮
か
に
記
憶
し
て

お
り
、
そ
れ
を
柔
軟
な
表
現
で
右
の
よ
う
な
歌
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
青
年
期
の
西
行
の
心
を
大
き
く
動
か
し
た
恋
愛
が
も
し
あ
っ
た

と
し
た
な
ら
、
そ
の
体
験
は
、
後
々
ま
で
西
行
の
心
に
残
り
、
そ
の
思
い
出
を

再
構
成
す
る
よ
う
な
形
で
、
③
や
⑥
の
歌
が
詠
ま
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
②
や
⑪
に
お
け
る
「
数
な
ら
ぬ
心
の
と
が
」
と
か
「
身
を
知
れ
ば
人
の
と
が

と
は
思
は
ぬ
に
」
と
い
っ
た
発
想
と
表
現
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
「
数
な

ら
ぬ
身
」
す
な
わ
ち
人
の
数
に
も
入
ら
ぬ
よ
う
な
卑
し
い
身
、
と
か
「
身
を
知

る
」
す
な
わ
ち
そ
う
い
っ
た
卑
し
い
身
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
い
い

方
は
、
当
時
の
恋
歌
の
常
と
う
的
な
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
恋
歌
が
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満
た
さ
れ
た
恋
の
喜
び
を
歌
う
と
い
う
よ
り
は
、
恋
の
憂
悶
を
歌
う
も
の
で
あ

る
と
い
う
、
当
時
の
恋
歌
の
発
想
と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
西
行
の
場

合
、
こ
う
し
た
表
現
が
観
念
的
な
表
現
に
お
わ
ら
ず
、
実
感
的
な
響
き
を
も
っ

て
い
る
と
い
っ
た
ら
、
あ
ま
り
に
在
俗
時
代
の
恋
愛
を
強
く
想
定
し
す
ぎ
る
こ

と
に
な
ろ
う
か
。

　
西
行
は
、
北
面
の
武
士
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
て
い
た
時
期
に
、
さ
る
上
繭

の
女
房
と
の
身
分
違
い
の
恋
に
お
ち
た
、
と
い
う
こ
と
は
説
話
に
も
出
て
い

る
（
注
4
）
。
そ
し
て
、
そ
の
女
性
に
対
す
る
失
恋
が
、
酋
行
の
出
家
の
原
因
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
し
た
深
刻
な
恋
愛
体
験
が
あ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
青
年
期
特
有
の
お
ぼ
ろ
な
恋
愛
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
さ
だ
か

で
は
な
い
が
、
歌
は
や
は
り
恋
愛
体
験
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
②
の
歌
は
、
現
実
体
験
を
下
魚
し
、
自
己
省
察
を
反
復
す
る
過

程
に
お
い
て
詠
み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
の
歌
は
、
現
実
体
験
に
基
づ
く
実
感
の
匂
い
の
す
る
歌
で
あ
る
一
方
、
西

行
特
有
の
思
弁
的
・
論
理
的
傾
向
を
も
っ
た
歌
で
も
あ
る
（
注
5
）
。
②
の
歌
の
意

味
は
、
　
「
つ
ま
ら
ぬ
身
の
程
の
自
分
ゆ
え
、
心
に
抱
い
た
罪
と
は
思
う
ま
い
。

自
分
の
思
い
を
相
手
に
知
ら
せ
た
う
え
で
、
だ
め
な
ら
は
じ
め
て
、
わ
が
身
を

恨
み
に
思
お
う
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
歌
に
は

　
数
な
ら
ぬ
心
の
と
が
に
な
し
は
て
て
知
ら
せ
で
こ
そ
は
身
を
も
恨
み
め

と
い
う
歪
形
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
つ
ま
ら
ぬ
身
の
程
の
わ
が
身
ゆ
え
、
自

分
の
心
の
罪
に
し
て
し
ま
い
、
相
手
に
気
持
を
知
ら
せ
る
こ
と
も
せ
ず
、
ひ
た

す
ら
わ
が
身
を
恨
み
に
思
う
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
そ
も

そ
も
恋
歌
に
は
、
こ
う
い
う
複
雑
な
恋
愛
心
理
の
あ
や
を
詠
ん
だ
歌
は
多
い
の

で
あ
る
が
、
と
く
に
西
行
に
は
そ
う
し
た
内
容
の
歌
が
多
い
。
な
か
に
は
、
か

な
り
複
雑
で
屈
督
し
た
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
す
る
あ
ま
り
、
形
象
化
が
不
完

全
で
あ
っ
た
り
、
散
文
化
の
方
向
を
と
る
歌
も
あ
る
。
②
の
歌
も
、
…
首
全
体

と
し
て
は
、
感
傷
性
よ
り
も
論
理
性
の
勝
っ
た
歌
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
も
「
お
互
い
に
、
知
ら
れ
ず
知
ら
ぬ
時
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
」
と
い
う
下

句
は
、
　
「
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
人
を
ど
う
し
て
恨
み
に
思
お
う
」
と
い
う
決
意

を
導
き
出
す
理
由
を
倒
叙
法
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
、

感
情
に
流
れ
よ
う
と
す
る
自
己
を
理
知
的
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら

れ
る
。
至
仁
な
形
は
と
っ
て
い
る
が
、
か
な
り
理
屈
っ
ぽ
い
歌
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
同
じ
よ
う
な
傾
向
の
歌
と
し
て

　
嘆
け
と
て
月
や
は
物
を
思
は
す
る
か
こ
ち
顔
な
る
わ
が
涙
か
な

と
い
う
「
小
倉
百
人
一
書
」
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
従
来
、
そ
の
感
傷
的
な

面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
、
西
行
の
人
間
像
と
結
び
つ
け
て
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
誤
ま
っ
た
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
内
容
と
し
て
も
複
雑
な
も
の
を

盛
り
込
ん
で
お
り
、
表
現
も
流
麗
と
い
う
よ
り
は
屈
号
し
て
生
硬
さ
が
目
に
つ

く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
西
行
の
和
歌
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

も
い
え
、
多
く
の
西
行
の
恋
歌
の
中
か
ら
、
定
家
が
こ
の
歌
を
撰
び
入
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
定
家
の
西
行
理
解
の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
内
容
に
複
雑
な
心
の
動
き
を
盛
り
こ
む
た
め
に
は
表
現
は
そ
れ
な
り
の
ひ
ろ

が
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
行
の
歌
に
は
、
句
切
が
な
く
一
気
に
よ

み
下
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
は
な
い
が
、
む
し
ろ
、
初
句
切
、
二
句
切
、
三
句

切
な
ど
上
句
に
感
動
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
歌
や
同
語
の
反
復
・
口
語
的
な

表
現
を
用
い
て
．
心
情
を
さ
な
が
ら
表
現
し
よ
う
と
す
る
歌
が
目
立
っ
て
多
い

の
で
あ
る
（
注
6
）
。
　
「
新
古
今
集
」
所
載
の
十
七
首
の
中
で
も
、
②
、
③
、
⑥
、

⑩
、
⑮
、
α
の
の
六
首
が
三
句
切
で
あ
り
、
⑦
と
⑯
が
そ
れ
ぞ
れ
二
句
切
と
初
句

切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
初
句
ま
た
は
三
句
ま
で
に
感
動
の
重
点
が
お
か
れ
て

そ
の
結
果
、
調
べ
の
な
だ
ら
か
さ
に
お
い
て
や
や
欠
け
る
場
合
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
自
在
な
表
現
力
は
、
同
時
代
の
歌
人
に
み
ら
れ
ぬ
、
西
行
独
自
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の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
勅
撰
集
の
恋
歌
は
、
恋
愛
心
理
を
う
た
っ
て
も
、
あ
ま
り

切
迫
し
た
生
々
し
い
感
情
表
現
は
避
け
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、
後
で
述
べ

る
よ
う
に
、
西
行
の
個
人
的
な
家
集
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
は
げ
し
い
心
情
表

現
の
歌
は
「
新
古
今
集
」
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、

「
新
古
今
集
」
に
採
ら
れ
た
十
七
首
の
恋
歌
は
、
個
性
的
と
は
い
っ
て
も
自
つ

と
限
界
が
あ
り
、
そ
こ
に
西
行
の
恋
歌
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
お
お
む
ね
、
選
者
た
ち
の
好
み
に
か
な
っ
た
穏

健
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
行
を
「
新
古
今
迄
」
第
一
位
の
歌
人
と

し
て
、
九
十
四
首
の
歌
を
撰
び
入
れ
た
選
者
た
ち
は
、
西
行
の
資
質
の
何
た
る

か
を
理
解
し
て
い
た
筈
で
あ
る
し
、
西
行
の
個
性
を
最
大
限
に
受
容
し
よ
う
と

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
受
容
の
限
界
を
示
す
も
の
が
「
新
古
今
集
」
所
載

の
十
七
首
の
恋
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
受
容
の
限
界
は
、
微
妙
な
問
題
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
弐
②
の
歌
は
、
「
新
古
今
集
」
に
は
、
藤
原
三
三
が
選
ん
で
採
っ
て
い
る
が
、

後
の
「
隠
岐
本
新
古
今
集
」
で
は
、
後
鳥
羽
院
が
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
西
行
に
と
っ
て
は
自
信
作
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
は
、
晩
年
の
自
歌

合
の
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
に
こ
れ
を
選
び
入
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
合

の
判
者
の
藤
原
俊
成
は
右
歌
の
、

　
も
ら
さ
で
や
心
の
底
を
く
ま
れ
ま
し
袖
に
せ
か
る
る
涙
な
り
せ
ば

を
勝
と
し
て
、
②
を
負
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
行
の
歌
の
受
容
に
は
、
こ

の
よ
う
な
評
価
の
ゆ
れ
が
か
な
り
つ
き
ま
と
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
窪
田
章
一
郎
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
　
「
西
行
の
恋
歌
の

う
ち
も
っ
と
も
積
極
的
な
面
を
も
つ
一
首
（
注
。
②
の
歌
）
が
、
つ
い
に
は
勅

撰
集
的
歌
風
の
中
に
収
ま
り
得
ず
に
、
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。
－
・
特
殊
に
す
ぎ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
語
気
の
強
さ
が

”
優
艶
”
を
そ
こ
な
う
と
い
う
点
と
、
多
分
に
体
験
的
な
実
感
を
も
っ
て
い
る

個
人
性
の
は
げ
し
さ
と
い
う
点
が
特
殊
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
と

い
っ
て
い
る
（
注
7
）
。
②
が
、
西
行
の
恋
歌
の
中
で
、
　
「
も
っ
と
も
積
極
的
な
面

を
も
つ
一
首
」
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
思
う
が
、
お
お
む
ね
、
右

の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。

　
「
新
古
今
集
」
に
お
け
る
定
家
の
恋
歌
を
次
に
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
と
し
も
へ
ぬ
祈
る
契
り
は
は
つ
せ
山
を
の
へ
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮

　
帰
る
さ
の
物
と
や
人
の
な
が
む
ら
ん
待
つ
夜
な
が
ら
の
有
明
の
月

　
忘
れ
ず
ば
な
れ
し
袖
も
や
こ
ほ
る
ら
ん
ね
ぬ
夜
の
床
の
霜
の
さ
む
し
ろ

　
し
ろ
た
へ
の
袖
の
わ
か
れ
に
露
お
ち
て
身
に
し
む
色
の
秋
風
ぞ
吹
く

　
か
き
や
り
し
其
の
く
ろ
か
み
の
す
ぢ
ご
と
に
打
ち
ふ
す
程
は
面
影
ぞ
立
つ

こ
の
よ
う
な
歌
と
西
行
の
十
七
首
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、
勅
撰
集
が
受
容

し
得
る
ぎ
り
ぎ
り
の
線
に
お
い
て
、
西
行
の
歌
の
個
性
が
ひ
と
き
わ
強
い
光
を

放
っ
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　
前
節
に
お
い
て
、
勅
撰
集
に
撰
入
さ
れ
た
西
行
の
恋
歌
の
特
色
を
「
新
古
今

集
」
所
載
歌
を
中
心
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
、
全
体
の
作
風
と
し

て
は
、
新
古
今
風
の
優
美
な
作
風
を
示
し
て
い
る
が
、
個
々
の
歌
に
は
、
西
行

の
個
性
が
強
く
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、

西
行
の
家
集
「
山
家
集
」
の
恋
歌
、
と
く
に
勅
撰
集
に
入
っ
て
い
な
い
歌
を
中

心
に
、
作
風
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
山
家
集
」
に
は
、
恋
の
部
に
百
四
十
三
首
の
恋
歌
が
あ
り
、
他
に
雑
の
部

に
入
っ
て
い
る
恋
歌
が
百
二
十
二
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
排
列
の
状
況
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
　
（
数
字
は
、
日
本
古
典
全
書
「
山
家
集
」
の
歌
番
号
を
示

す
。
）
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題
詠「

恋
の
歌
五
首
よ
み
け
る
に
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
連
作

「
こ
ひ
三
首
よ
み
け
る
に
」
と
い
う
詞
書
を
も
つ
歌

「
月
に
寄
す
る
恋
」
と
い
う
題
に
よ
る
三
十
七
首

「
恋
」
と
い
う
題
に
よ
る
五
十
九
首

「
恋
百
十
首
」
　
（
実
数
は
百
十
二
首
）

百
首
歌
の
中
の
「
恋
十
首
」

　
ま
ず
㈲
の
百
首
歌
は
「
山
家
集
」
の
雑
の
部
の
巻
宋
に
あ
り
、
西
行
の
百
首

歌
で
は
た
だ
一
つ
、
完
全
な
姿
を
そ
な
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
百
首
歌
は
、

年
少
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

晩
年
の
自
歌
合
で
あ
る
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
と
「
宮
河
歌
合
」
に
は
、
こ
こ
か

ら
一
首
も
歌
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
　
「
夫
木
抄
」
に
三
首
採
ら
れ
た
他
は

勅
撰
集
に
も
全
く
歌
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
注
8
）
。
同

じ
百
首
歌
の
中
の
「
述
懐
十
首
」
に
、
明
ら
か
に
出
家
前
後
の
心
境
を
詠
ん
だ

も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
出
家
前
後
の
若
い
時
代
の
成
立
と
す
る
見
方

に
従
い
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
百
首
歌
が
、
西
行
の
若
年
期
の
作
品
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
と
、
そ
の
中
の
「
恋
十
首
」
は
、
西
行
が
若
い
頃
、
ど
ん
な
恋
歌
を
詠

ん
だ
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
。
も
し
、
出
家
の
原
因
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
深
刻
な
恋
愛
体
験
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
が
こ

の
「
恋
十
首
」
の
歌
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
予
想
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
裏
切
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
次

に
そ
の
十
首
の
歌
を
す
べ
て
あ
げ
て
み
よ
う
。

ω
　
わ
が
妹
が
そ
の
に
う
ゑ
た
る
唐
な
つ
な
た
れ
な
つ
さ
へ
と
お
ほ
し
た
つ
ら

　
　
む

②
　
く
れ
な
み
の
よ
そ
な
る
色
は
し
ら
れ
ね
ば
ふ
で
に
こ
そ
ま
つ
そ
め
は
じ
め

　
　
つ
れ

㈲
　
さ
ま
ざ
ま
の
な
げ
き
を
身
に
は
つ
み
お
き
て
い
っ
し
め
る
べ
き
お
も
ひ
な

　
　
る
ら
む

ω
き
み
を
い
か
で
こ
ま
か
に
ゆ
へ
る
し
げ
め
ゆ
ひ
た
ち
も
は
な
れ
ず
な
ら
び

　
　
つ
つ
見
む

⑤
　
こ
ひ
す
と
も
み
さ
を
に
人
に
い
は
れ
ば
や
身
に
し
た
が
は
ぬ
心
や
は
あ
る

⑥
　
思
ひ
い
で
よ
み
つ
の
は
ま
風
よ
そ
だ
つ
と
し
が
の
う
ら
波
た
た
む
た
も
と

　
　
を

⑦
う
と
く
な
る
人
は
心
の
か
は
る
と
も
わ
れ
と
は
人
に
心
お
か
れ
じ

㈲
　
月
を
う
し
と
な
が
め
な
が
ら
も
思
ふ
か
な
そ
の
夜
ぽ
か
り
の
か
げ
と
や
は

　
　
見
し

⑨
　
我
は
た
だ
か
へ
さ
で
を
き
む
さ
よ
衣
き
て
ね
し
こ
と
を
思
ひ
い
で
つ
つ

⑩
川
か
ぜ
に
ち
ど
り
な
き
け
む
冬
の
夜
は
わ
が
思
ひ
に
て
あ
り
け
る
も
の
を

　
右
の
十
首
は
、
恋
の
初
め
か
ら
終
り
ま
で
の
経
過
を
時
間
の
順
序
に
し
た
が

っ
て
整
然
と
排
列
し
た
連
作
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
題
詠
の
集
積
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
作
風
の
点
で
は
、
㈹
や
ω
に
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
　
「
古
今
集
」
以
来
の
伝
統
的
な
手
法
に
よ
っ
て
、
恋
の
情
調
を
技
巧
的
に

詠
ん
だ
歌
が
大
半
を
占
め
、
お
お
む
ね
平
凡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
み
る
限

り
、
当
．
時
、
西
行
の
心
を
大
き
く
動
か
し
た
と
思
わ
れ
る
恋
愛
体
験
の
影
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
ぬ
し
、
西
行
の
内
面
的
世
界
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
手
が
か
り
も
な

い
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
㈲
の
歌
の
「
身
に
し
た
が
は
ぬ
心
や
は
あ
る
」
と
い

う
表
現
に
、
わ
ず
か
に
西
行
独
自
の
思
考
の
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
9
）
。

　
し
か
し
、
㈲
が
は
た
し
て
現
実
の
体
験
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
作
品
は
、
体
験
が
直
接
投
影
さ
れ
て

い
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
恋
に
あ
る
身
」
、
「
も
の
思
ふ
身
」
を
さ
ま
ざ
ま
想
定

し
て
、
そ
れ
を
多
く
の
角
度
か
ら
照
射
し
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
想
念
を
詠
む
と
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い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
ず
か
に
⑤
の
歌
に
西
行
の
個
性
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
、

あ
と
は
、
伝
統
的
な
恋
歌
を
な
ぞ
っ
た
よ
う
な
歌
に
お
わ
っ
て
い
る
の
は
、
現

実
的
な
作
風
を
も
つ
西
行
の
青
年
期
の
恋
歌
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
不
可
解
な

思
い
が
す
る
。
こ
れ
は
、
意
識
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
窪
田
章
一

郎
氏
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
み
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
「
恋
十
首
」

は
、
題
詠
を
も
っ
て
構
成
し
た
連
作
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
体
験
的
な
も
の
は

対
象
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
体
験
的
な
世
界
を
も
っ
て
連
作
と
す
る

こ
と
に
は
苦
痛
が
あ
っ
た
の
で
、
恋
愛
の
真
実
は
回
避
さ
れ
、
秘
め
よ
う
と
す

る
態
度
が
は
っ
き
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
、
以
上
の
二
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
体

験
的
な
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
恋
歌
が
詠
ま
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
窪
田
氏
は
、
西
行
に
恋
愛
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
注
－
o
）
。

　
右
の
よ
う
な
見
解
は
、
お
そ
ら
く
正
し
い
見
解
で
あ
ろ
う
。
西
行
に
、
現
実

の
恋
愛
体
験
を
隠
す
べ
き
内
的
も
し
く
は
外
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能

性
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
し
、
お
し
隠
す
以
上
は
そ
れ
を
徹
底
し
よ
う
と
い
う

意
志
の
強
さ
を
西
行
は
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
恋
十
首
」
に
続
く

「
述
懐
十
首
」
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
山
ふ
か
く
心
は
か
ね
て
送
り
て
き
身
こ
そ
う
き
世
を
出
で
や
ら
ね
ど
も

　
雲
に
つ
き
て
う
か
れ
の
み
ゆ
く
心
を
ば
山
に
か
け
て
を
と
め
む
と
そ
思
ふ

　
す
て
て
の
ち
は
ま
ぎ
れ
し
か
た
は
お
ぼ
え
ぬ
を
心
の
み
を
ば
世
に
あ
ら
せ
け

　
る

　
ふ
り
に
け
る
心
こ
そ
な
ほ
あ
は
れ
な
り
お
よ
ぼ
ぬ
身
に
も
世
を
お
も
は
す
る

「
述
懐
十
首
」
に
つ
づ
く
「
無
常
十
首
」
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
う
つ
つ
を
も
う
つ
っ
と
さ
ら
に
お
ぼ
え
ね
ば
夢
を
も
夢
と
何
か
お
も
は
む

　
う
ら
う
ら
と
死
な
ん
ず
る
な
ど
思
ひ
と
げ
ば
心
の
や
が
て
さ
ぞ
と
こ
た
ふ
る

こ
れ
ら
は
、
出
家
前
後
の
西
行
の
心
を
知
る
重
要
な
歌
で
あ
り
、
他
に
も
こ
の

時
期
の
真
摯
な
自
己
省
察
を
歌
っ
た
作
品
が
あ
る
。
こ
う
し
た
述
懐
や
無
常
の

歌
を
詠
ん
だ
当
時
の
西
行
が
、
恋
歌
に
お
い
て
だ
け
絵
空
事
の
よ
う
な
文
字
を

連
ね
て
題
詠
の
世
界
に
遊
ん
で
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
、
真
実
を
秘
め
る

べ
き
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、
輻
晦
の
姿
勢
の
中
か
ら
「
恋
十
首
」
の
よ
う

な
作
品
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
恋
愛
の
体
験
は
、
西
行
の
精
神
の
内
部
に
深
く
定
着
し
た

と
思
わ
れ
る
。
出
家
の
後
も
西
行
は
、
そ
の
経
験
を
胸
中
に
あ
た
た
め
続
け
、

恋
歌
の
発
想
の
根
源
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
く
新
し
い
独
自
の
恋
歌

の
領
域
へ
と
歩
み
を
は
じ
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
独
自
の
領
域
と
は
、
い

っ
た
い
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
③
、
⑨
、
㈹
の
歌
群
に
よ
っ
て
考
え
て

み
た
い
。

　
㈲
は
「
月
に
寄
す
る
恋
」
三
十
七
首
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
寄
物
の
恋
歌

が
、
三
十
七
首
も
ま
と
ま
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
他
の
私
家
集
に
み
ら
れ
ぬ
特

色
で
あ
る
。
こ
の
三
十
七
首
は
、
　
「
月
に
寄
す
る
恋
」
と
い
う
題
で
一
括
さ
れ

て
並
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
一
時
に
ま
と
め
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
三
十
七
首
の
中
に
は
、
ほ
か
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
恋
」
、
「
直
前
恋
」
、
「
述
懐

の
心
を
」
、
「
月
の
歌
よ
み
け
る
中
に
」
、
「
月
」
、
「
恋
歌
、
の
中
に
」
と
い
っ
た
別

の
題
を
も
つ
歌
が
混
じ
っ
て
い
る
か
ら
、
編
さ
ん
老
が
、
同
じ
テ
ー
マ
に
よ
る

歌
を
便
宜
上
こ
こ
に
並
べ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
内
容
の
上
で
は
、
こ
の
三
十
七
首
は
、
㈱
の
題
詠
歌
群
と
は
比
較
に

な
ら
ぬ
ほ
ど
充
実
し
て
お
り
、
個
性
豊
か
な
作
風
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

こ
の
三
十
七
首
の
歌
の
う
ち
、
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
歌
は
九
首
あ
り
、
　
「
夫
木

抄
」
、
「
万
代
集
」
、
「
銀
葉
集
」
な
ど
の
私
撰
集
に
も
五
首
採
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
後
年
西
行
は
、
自
ら
選
ん
だ
「
御
裳
濯
」
、
「
宮
河
」
両
歌
合
に
も
次
の
三
首

を
選
び
入
れ
て
い
る
。
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し
ら
ざ
り
き
雲
井
の
よ
そ
に
み
し
月
の
か
げ
を
た
も
と
に
や
ど
す
べ
し
と
は

な
げ
け
と
て
月
や
は
物
を
思
は
す
る
か
こ
ち
顔
な
る
わ
が
な
み
だ
か
な

お
も
ひ
し
る
人
あ
り
あ
け
の
よ
な
り
せ
ば
つ
き
せ
ず
身
を
ば
う
ら
み
ざ
ら
ま

し
　
「
新
古
今
集
」
所
載
の
十
七
首
の
恋
歌
の
中
に
、
在
俗
時
代
の
恋
愛
体
験
が

暗
示
さ
れ
る
実
感
的
な
歌
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
こ
と
を
、
前
節
で
指
摘
し

た
。
こ
の
「
月
に
寄
す
る
恋
」
三
十
七
首
の
中
に
も
、
そ
れ
と
同
じ
系
列
の
歌

が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

ω
　
し
ら
ざ
り
き
雲
井
の
よ
そ
に
み
し
月
の
か
げ
を
た
も
と
に
や
ど
す
べ
し
と

　
　
は

②
　
ゆ
み
は
り
の
月
に
は
ず
れ
て
見
し
か
げ
の
や
さ
し
か
り
し
は
い
つ
か
忘
れ

　
　
む

㊤
　
月
を
み
る
心
の
ふ
し
を
と
が
に
し
て
た
よ
り
え
が
ほ
に
ぬ
る
る
袖
か
な

ω
　
き
み
に
い
か
で
月
に
あ
ら
そ
ふ
程
ば
か
り
め
ぐ
り
あ
ひ
つ
つ
か
げ
を
な
ら

　
　
べ
む

㈲
　
よ
よ
経
と
も
わ
す
れ
が
た
み
の
お
も
ひ
出
は
た
も
と
に
月
の
や
ど
る
ば
か

　
　
り
ぞ

⑥
　
お
も
か
げ
に
君
が
す
が
た
を
み
つ
る
よ
り
に
は
か
に
月
の
く
も
り
ぬ
る
か

　
　
な

　
ω
の
「
雲
居
の
よ
そ
に
み
し
月
」
は
、
禁
中
の
高
貴
な
女
性
で
あ
る
と
い
う

解
釈
と
、
民
間
の
女
性
を
さ
す
と
い
う
解
釈
が
あ
る
（
注
1
1
）
。
②
の
「
ゆ
み
は
り

の
月
に
は
つ
れ
て
見
し
か
げ
」
も
何
を
意
味
す
る
か
、
実
体
は
は
っ
き
り
し
な

い
。
し
か
し
、
月
に
寄
託
さ
れ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
宮
廷
の
女
性
と
み

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
西
行
の
心

を
動
か
し
、
彼
が
憧
憬
の
心
を
も
っ
て
眺
め
た
女
性
が
、
月
と
い
う
、
浪
漫
的

な
心
を
誘
う
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
、
そ
の
女
性
に
対
す
る

思
慕
の
情
が
娩
曲
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
や
⑤
や
⑥
な
ど
も
、
体
験
に
基
づ
く
実
感
の
匂
い
の
す
る
歌
で
あ
る
。
し

か
し
、
体
験
そ
の
も
の
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基
底
に
深
く
沈
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
歌
は
恋
の
あ
わ
れ
を
た
た
え
た
余
情
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
月
に
寄
す
る
恋
」
三
十
七
首
に
は
、
右
の
よ
う
な
歌
と

は
少
し
趣
き
の
ち
が
う
歌
も
あ
る
。

（2）　（1（4）　（3）

も
の
お
も
ふ
心
の
た
け
そ
し
ら
れ
ぬ
る
よ
な
よ
な
月
を
な
が
め
あ
か
し
て

お
も
ひ
い
つ
る
こ
と
は
い
つ
と
も
い
ひ
な
が
ら
月
に
は
た
へ
ぬ
心
な
り
け

り

⑤右
は
、

勅
撰
集
入
集
歌
よ
り
も
い
っ
そ
う
積
極
的
な
心
情
表
現
が
み
ら
れ
る
。

こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
思
ひ
」
や
「
心
」
は
、

も
っ
て
い
る
が
、

う
態
度
か
ら
生
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
た
と
え
ば
、
⑤
な
ど
は
、
恋
歌
の
枠
を
破
っ
て
、
む
し
ろ
述
懐
の
歌
の
方
向

に
近
づ
い
て
い
る
。
月
の
澄
む
（
恋
人
が
住
む
と
の
掛
詞
）
空
に
あ
こ
が
れ
て

ゆ
く
わ
が
心
を
知
る
方
法
（
恋
人
が
知
っ
て
く
れ
る
方
法
）
は
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
、
と
解
せ
ば
、
紛
れ
も
な
く
恋
歌
で
あ
る
が
、
果
て
し
な
く
月
に
あ
こ

が
れ
出
つ
る
わ
が
心
を
も
て
あ
つ
か
い
か
ね
て
い
る
自
己
告
白
の
歌
と
も
理
解

で
き
る
。
こ
の
歌
は
そ
う
し
た
意
味
で
、
「
山
家
集
」
秋
の
部
の
月
の
歌
で
あ

る　
ゆ
く
へ
な
く
月
に
心
の
澄
み
す
み
て
果
て
は
い
か
に
か
な
ら
む
と
す
ら
む

よ
し
さ
ら
ば
な
み
だ
の
い
け
に
身
を
な
し
て
心
の
ま
ま
に
月
を
や
ど
さ
む

も
の
お
も
ふ
心
の
く
ま
を
の
こ
ひ
す
て
て
く
も
ら
ぬ
月
を
み
る
よ
し
も
が

なと
も
す
れ
ば
月
す
む
空
に
あ
ご
が
る
る
心
の
は
て
を
知
る
よ
し
も
が
な

　
い
ず
れ
も
勅
撰
集
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
歌
で
あ
る
が
弟
そ
れ
だ
け
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
恋
と
い
う
限
定
を

　
　
　
　
　
心
全
体
に
思
い
を
致
し
て
、
心
の
実
相
を
追
求
し
よ
う
と
い
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か
げ
さ
え
て
ま
こ
と
に
月
の
あ
か
き
夜
は
心
も
空
に
う
か
れ
て
ぞ
す
む

な
ど
と
重
な
る
し
、

　
さ
ら
ぬ
だ
に
う
か
れ
て
も
の
を
思
ふ
身
の
心
を
さ
そ
ふ
あ
き
の
夜
の
月

と
い
う
よ
う
な
雑
の
部
の
述
懐
歌
と
も
内
容
は
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
の
歌
は
、
「
述
懐
の
心
を
」
と
い
う
題
を
つ
け
て
載
せ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
し
、
次
の
よ
う
な
恋
歌
も
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
「
述
懐
の
心
を
」

と
い
う
題
の
歌
で
あ
る
。

　
う
き
ふ
し
を
ま
ず
お
も
ひ
し
る
な
み
だ
か
な
さ
の
み
こ
そ
は
と
な
ぐ
さ
む
れ

　
ど
も

　
た
の
も
し
な
よ
ひ
あ
か
つ
き
の
か
ね
の
お
と
に
も
の
思
ふ
つ
み
も
つ
き
ざ
ら

　
め
や
は

こ
れ
も
、
テ
キ
ス
ト
間
の
本
文
異
同
の
問
題
で
は
な
く
、
西
行
の
歌
が
、
四
季

の
歌
に
せ
よ
、
恋
の
歌
に
せ
よ
、
述
懐
的
な
要
素
が
濃
い
た
め
に
（
注
1
2
）
、
内
容

の
分
類
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
．
「
月
に
寄
す
る
恋
」
三
十
七
首
の
中
に
は
、
勅
撰
集
所
載

の
恋
歌
よ
か
も
、
い
っ
そ
う
積
極
的
で
、
内
容
に
お
い
て
も
、
恋
歌
の
範
囲
を

こ
え
て
述
懐
の
歌
に
近
い
よ
う
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く

㈲
の
「
恋
」
五
十
九
首
の
中
に
は
、
更
に
激
し
い
感
情
内
容
を
も
ち
、
そ
れ
を

豊
か
な
表
現
力
で
自
在
に
表
現
し
た
歌
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な

作
品
で
あ
る
。

ω
　
な
に
と
こ
は
か
づ
ま
へ
ら
れ
ぬ
身
の
程
に
人
を
う
ら
む
る
こ
こ
ろ
あ
り
け

　
　
む

②
　
か
か
る
身
に
お
ふ
し
た
て
け
む
た
ら
ち
ね
の
親
さ
へ
っ
ら
き
恋
も
す
る
か

　
　
な

③
　
お
ぼ
っ
か
な
な
に
の
む
く
い
の
か
へ
り
き
て
塞
き
た
む
る
あ
だ
と
な
る
ら

　
　
む

ω
　
か
き
み
だ
る
心
や
す
め
の
こ
と
ぐ
さ
は
あ
は
れ
あ
は
れ
と
な
げ
く
ば
か
り

　
　
ぞ
（
注
1
3
）

⑤
　
ひ
と
は
う
し
な
げ
き
は
つ
ゆ
も
な
ぐ
さ
ま
ず
さ
は
こ
は
い
か
に
す
べ
き
心

　
　
ぞ

⑥
　
あ
は
れ
あ
は
れ
こ
の
世
は
よ
し
や
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
来
む
世
も
か
く
や
苦

　
　
し
か
る
べ
き

こ
れ
ら
の
歌
を
み
れ
ば
、
同
じ
西
行
の
恋
歌
で
は
あ
っ
て
も
、
勅
撰
集
入
集
歌

と
は
か
な
り
異
な
っ
た
作
風
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
恋
」
五
十
九
首
か
ら
は
、
　
「
新
古
今
集
」
に
九
首
、
　
「
続
古
今
集
」
に
一

首
入
越
し
て
お
り
、
晩
年
の
「
御
裳
濯
」
、
「
宮
河
」
両
歌
合
に
も
合
計
八
首
の

歌
を
採
っ
て
い
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
水
準
は
か
な
り
高
い
と
み
て
よ
い
し
、

西
行
自
か
ら
も
侍
む
と
こ
ろ
の
あ
る
作
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
右
に

あ
げ
た
六
首
は
す
べ
て
勅
撰
集
に
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
わ
り
に
西
行
は
②

を
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
に
、
⑥
を
「
宮
河
歌
合
」
に
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
諸
事
が
、
勅
撰
集
の
恋
歌
か
ら
は
は
み
出
す
よ

う
な
性
質
の
歌
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
西
行
は
秘
か
に
そ
う
し
た
歌

に
自
信
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
作
品
に
即
し
て
こ
れ
ら
の
歌
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

　
ω
の
「
か
づ
ま
へ
ら
れ
ぬ
身
」
は
「
数
な
ら
ぬ
身
」
で
あ
り
、
か
か
る
自
己

認
識
が
、
現
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ

の
歌
で
は
、
　
「
な
に
と
こ
は
」
と
い
う
口
語
的
な
響
き
を
も
つ
強
い
こ
と
ば
を

初
句
に
お
い
て
、
強
烈
な
感
情
を
表
出
し
て
い
る
表
現
の
特
色
に
注
昌
し
た

い
。
こ
の
よ
う
な
口
語
的
な
表
現
を
歌
に
と
り
入
れ
る
こ
と
は
、
西
行
が
し
ば

し
ば
用
い
る
手
法
で
あ
り
、
ω
の
「
あ
は
れ
あ
は
れ
」
と
か
⑤
の
「
さ
は
こ
は

い
か
に
」
と
い
う
表
現
に
も
み
ら
れ
る
。
自
在
で
奔
放
な
感
情
表
現
の
手
法
の
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一
つ
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
②
は
、
③
や
⑥
と
も
あ
わ
せ
て
、
西
行
の
恋
愛
観
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る

歌
で
あ
る
。

　
②
の
「
た
ら
ち
ね
の
親
さ
へ
っ
ら
き
恋
も
す
る
か
な
」
は
、
一
見
、
調
子
の

よ
い
響
き
を
も
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
恋
愛
体
験
の
さ
な
か
に
お
い

て
噛
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
②
に
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
前
世
1
1
現
世
旨
来
世
の
観
念
は
、
次
の
㈹
に
お

い
て
明
確
に
歌
の
テ
ー
マ
と
し
て
お
し
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
③
で
は
、
現
世
に
お
い
て
恋
に
執
着
す
る
身
を
罪
業
と
み
、
そ
れ
が
前
世
に

お
け
る
い
か
な
る
罪
障
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
て
い
る
。
更
に
⑥
で

は
、
現
世
に
お
い
て
恋
の
煩
悩
に
苦
し
む
わ
が
身
を
「
こ
の
世
は
よ
し
や
さ
も

あ
ら
ば
あ
れ
」
と
一
旦
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
下
句
で
は
「
来
む
世
も
か
く
や
苦

し
が
る
べ
き
」
と
否
定
的
に
詠
嘆
し
て
い
る
。
仏
道
に
思
い
を
寄
せ
る
身
と
し

て
、
恋
は
紛
れ
も
な
く
罪
障
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
業
と
し
て
の
恋
に
執
着
す

る
自
己
も
ま
た
真
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
悩
み
を
抱
い
て
、
西
行
は
自
問
自
答

を
く
り
返
す
の
で
あ
る
。
出
家
前
後
の
歌
に
は
、
そ
う
し
た
自
己
凝
視
、
自
己

省
察
の
歌
が
多
い
。
⑥
な
ど
は
、
そ
の
末
に
着
せ
ら
れ
た
詠
嘆
で
あ
り
、
叫
び

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
⑥
の
歌
の
前
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
い
か
に
せ
む
来
む
世
の
あ
ま
と
な
る
ほ
ど
も
み
る
め
か
た
く
て
す
ぐ
る
う
ら

　
み
を

　
も
の
お
も
ふ
な
み
だ
や
や
が
て
み
つ
せ
が
は
人
を
し
つ
む
る
ふ
ち
と
な
る
ら

　
む

右
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
罪
業
意
識
は
、
当
時
の
歌
に
も
決
し
て
少
な

く
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
⑥
の
よ
う
な
表
現
で
、
は
げ
し
く
歌
っ
た
の
は
、
西

行
た
だ
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
右
の
歌
と
関
連
し
て
、
「
聞
書
集
」
の
「
地
獄
絵
を
見
て
」
と
い
う

連
作
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
二
十
七
首
の
連
作
は
、
地
獄
で
亡
者
が
苦
蝦
に
あ

う
の
を
描
い
た
絵
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
黒
き
炎
の
中

に
、
を
と
こ
女
も
え
け
る
と
こ
ろ
を
」
と
い
う
場
面
を
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌

が
あ
る
。

　
な
べ
て
な
き
く
ろ
き
ほ
む
ら
の
苦
し
み
は
よ
る
の
お
も
ひ
の
報
い
な
る
べ
し

　
わ
き
て
な
ほ
銅
の
湯
の
ま
う
け
こ
そ
こ
こ
ろ
に
入
り
て
身
を
あ
ら
ふ
ら
め

　
塵
灰
に
く
だ
け
は
て
な
ば
さ
て
も
あ
ら
で
よ
み
が
へ
ら
す
る
こ
と
の
は
ぞ
う

　
き

　
あ
は
れ
み
し
乳
房
の
こ
と
も
わ
す
れ
け
り
我
が
か
な
し
み
の
苦
の
み
お
ぼ
え

　
て

　
た
ら
ち
を
の
ゆ
く
へ
を
我
も
知
ら
ぬ
か
な
お
な
じ
ほ
の
ほ
に
む
せ
ぶ
ら
め
ど

　
も

右
の
よ
う
な
歌
は
、
先
の
②
、
③
、
⑥
な
ど
に
お
け
る
罪
業
意
識
を
い
っ
そ
う

内
的
に
深
め
た
歌
と
し
て
恋
歌
と
の
関
連
が
も
う
一
度
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
（
注
1
4
）
。

　
「
恋
」
五
十
九
首
は
、
西
行
の
若
い
時
代
の
歌
を
多
く
集
め
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
切
実
な
現
実
体
験
を
と
ど
め
て
い
る
歌
が
少
な

く
な
く
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
は
、
勅
撰
集
所
載
の
恋
歌
よ
り
も
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
ま
た
、
表
現
に
お
い
て
も
、
か
な
り
激
し
い
調
子
の
歌
が
多
く
み
ら
れ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
は
、
あ
ま
り
に
個
性

の
あ
ら
わ
れ
方
が
強
い
た
め
に
、
勅
撰
集
の
採
る
と
こ
ろ
に
は
な
ら
な
か
う

た
。
し
か
し
実
は
、
こ
う
し
た
歌
に
こ
そ
、
西
行
の
恋
歌
の
独
自
性
が
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
㈲
の
「
恋
百
十
首
」
は
、
形
態
や
成
立
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
問
題

が
あ
り
、
量
的
に
も
、
西
行
の
恋
歌
の
約
三
割
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
た
だ
、
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あ
ふ
事
の
な
ぐ
て
や
み
ぬ
る
物
な
ら
ば
今
み
よ
世
に
も
あ
り
ゃ
は
つ
る
と

　
こ
こ
ろ
か
ら
心
に
物
を
思
は
せ
て
身
を
く
る
し
む
る
わ
が
身
な
り
け
り

　
と
に
か
く
に
い
と
は
ま
ほ
し
き
世
な
れ
ど
も
君
が
す
む
に
も
ひ
か
れ
ぬ
る
か

　
な

　
あ
ふ
と
見
し
そ
の
夜
の
夢
の
さ
め
で
あ
れ
な
な
が
き
ね
ぶ
り
は
う
か
る
ぺ
け

　
れ
ど

な
ど
の
歌
を
、
㈲
や
㈲
に
お
け
る
非
勅
撰
集
的
な
恋
歌
の
系
譜
に
つ
な
が
る
も

の
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
こ
れ
ま
で
「
新
古
今
集
」
入
集
歌
と
「
山
家
集
」
の
恋
歌
で
勅
撰
集
に
採
ら

れ
な
か
っ
た
歌
を
中
心
に
西
行
の
恋
歌
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ

で
最
後
に
、
西
行
が
最
晩
年
、
に
自
ら
選
ん
だ
歌
合
で
あ
る
「
御
裳
濯
河
歌
合
」

と
「
宮
河
歌
合
」
の
恋
歌
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
「
御
裳
濯
河
歌
合
」
は
、
三
十
六
番
、
七
十
二
首
の
歌
か
ら
成
っ
て
お
り
、

判
を
藤
原
俊
成
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
の
時
期
は
、
は
っ
き
り
し
な

い
が
、
西
行
が
七
十
歳
前
後
に
自
ら
ま
と
め
た
歌
合
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
　
「
宮
河
歌
合
」
は
、
形
式
は
「
御
裳
着
河
歌
合
」
と
同
じ
で
、

判
を
藤
原
定
家
に
乞
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
は
、
文
治
三
年
に
成
立
し
、

翌
々
文
治
、
五
年
八
月
に
定
家
の
判
を
得
て
完
成
し
た
。
西
行
は
そ
の
翌
年
、
建

久
元
年
二
月
に
世
を
去
っ
た
か
ら
、
最
晩
年
に
成
っ
た
歌
合
と
い
え
る
。
こ
の

二
つ
の
歌
合
に
選
ば
れ
た
恋
歌
は
、
次
の
十
六
首
で
あ
る
。

ω
　
数
な
ら
ぬ
心
の
と
が
に
な
し
は
て
じ
知
ら
せ
て
こ
そ
は
身
を
も
恨
み
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
四
番
左
）
．

②
　
も
ら
さ
で
や
心
の
底
を
く
ま
れ
ま
し
袖
に
せ
か
る
る
涙
な
り
せ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
四
番
右
）

（10） （9）　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）i
（15）

（i4　ca　（iZ　（1i）

あ
や
め
つ
つ
人
知
る
と
て
も
い
か
が
せ
む
忍
び
は
つ
べ
き
快
な
ら
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
五
番
左
）

頼
め
ぬ
に
君
来
や
と
待
つ
宵
の
ま
の
更
け
ゆ
か
で
た
だ
明
け
な
ま
し
か
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
五
番
右
）

世
を
憂
し
と
思
ひ
け
る
に
ぞ
な
り
ぬ
べ
き
吉
野
の
奥
へ
深
く
入
り
な
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
六
番
左
）

か
か
る
身
に
お
ほ
し
．
た
て
け
む
た
ら
ち
ね
の
親
さ
へ
っ
ら
き
恋
も
す
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
山
ハ
番
右
）

人
は
来
で
風
の
け
し
き
も
更
け
ぬ
る
に
あ
は
れ
に
雁
の
お
と
つ
れ
て
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
七
番
左
）

も
の
思
へ
ど
か
か
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
あ
は
れ
な
り
け
る
身
の
契
り
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
七
番
右
）

な
げ
け
と
て
月
や
は
物
を
思
は
す
る
か
こ
ち
顔
な
る
わ
が
涙
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
八
番
左
）

知
ら
ざ
り
き
雲
居
の
よ
そ
に
見
し
月
の
影
を
挟
に
宿
す
べ
し
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
十
八
番
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
「
御
論
罪
河
歌
合
」

身
を
知
れ
ば
人
の
と
が
と
は
思
は
ぬ
に
恨
み
が
ほ
に
も
干
る
る
袖
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
四
番
左
）

な
か
な
か
に
馴
れ
ぬ
思
ひ
の
ま
ま
な
ら
ば
恨
み
ば
か
り
や
身
に
つ
も
ら
ま

し
（
三
十
四
番
7
石
）

あ
は
れ
と
て
と
ふ
人
の
な
ど
な
か
る
ら
む
も
の
思
ふ
宿
の
荻
の
上
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
五
番
左
）

思
ひ
知
る
人
あ
り
あ
け
の
よ
な
り
せ
ば
つ
き
せ
ず
身
を
ぼ
恨
み
ざ
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
五
番
右
）

あ
ふ
と
み
し
そ
の
よ
の
夢
の
さ
め
で
あ
れ
な
長
き
ね
ぶ
、
り
は
憂
か
る
ぺ
け
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⑯

・
れ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
∴
1
1
山
ハ
番
左
）

あ
は
れ
あ
は
れ
こ
の
世
は
よ
し
や
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
来
む
世
も
か
く
や
苦

し
が
る
べ
き

　
（
一
二
十
六
番
［
右
）

以
上
「
宮
河
歌
合
」

　
こ
の
二
つ
の
歌
合
に
は
、
晩
年
の
歌
が
中
心
に
選
ば
れ
て
お
り
、
西
行
が
、

長
い
歌
人
と
し
て
の
生
涯
の
最
後
に
到
達
し
た
円
熟
し
た
歌
境
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
飛
行
が
、
自
己
の
作
品
の
総
決
算
と
も
い
う
べ
き

こ
の
歌
合
に
ど
の
よ
う
な
歌
を
選
ん
で
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行

自
身
の
作
品
に
対
す
る
評
価
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
歌
合
に
お
け
る
恋
歌
を
考
察
の
対
象
に
す
る
。
こ
こ
に

選
ば
れ
た
十
六
首
の
恋
歌
の
う
ち
、
両
歌
合
に
初
出
の
歌
は
、
一
一
十
四
番
右
・

二
十
五
番
右
・
二
十
六
番
左
・
二
十
七
番
狂
の
四
首
の
み
で
、
残
り
の
十
二
首

は
す
べ
て
、
　
「
山
家
集
」
お
よ
び
「
異
本
山
家
集
」
の
重
出
歌
で
あ
る
。
　
「
山

家
集
」
は
、
西
行
が
六
十
歳
頃
ま
で
の
歌
を
主
と
し
て
集
め
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
十
二
首
は
、
六
十
歳
以
前
の
作
、
し
か
も
か
な
り
若
い
頃
か
ら
長
い

時
期
に
亘
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
両
歌
合
は
、
晩
年
の
歌
を
中
心

に
選
ん
で
い
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
恋
の
歌
だ
け
は
、
む
し
ろ
若
い
時
代
の
歌

が
主
力
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
十
六
首
の
う
ち
、
勅
撰
集
に
は
十
首
採
ら
れ
て
お
り
、
勅
撰
集
に
採
ら

れ
な
か
っ
た
の
は
、
②
、
③
、
⑤
、
⑥
、
⑫
、
⑯
の
六
首
で
あ
る
。
約
六
割
が

勅
撰
集
に
選
ば
れ
た
恋
歌
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
考
察
し
た
歌
が
多
い
の
で
、
作
品

の
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
省
略
し
て
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ
い
て
、
俊

成
と
定
家
の
世
心
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
判
者
の
俊
成
は
、
　
「
御
裳
空
薫
歌
合
」
の
恋
歌
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
　
「
心

深
し
」
ま
た
は
「
心
あ
り
」
ま
た
は
「
を
か
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
批

評
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
は
、
　
「
心
深
し
」
と
い
う
点
で
は
、
ぬ
き
ん
で
て

す
ぐ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
二
十
八
番
の
歌
に
つ

い
て
は
「
左
右
両
日
、
と
も
に
心
深
く
姿
優
な
り
、
よ
き
持
と
申
す
べ
し
」
と

最
高
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
俊
成
は
、
こ
う
し
た
歌
こ
そ
、
恋
歌
の
理
想
的

な
姿
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
千
載
集
」
や
「
新

古
家
集
」
に
選
ば
れ
た
西
行
の
歌
も
こ
の
理
想
に
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
心
深

く
、
詞
も
と
と
の
っ
て
優
美
な
歌
、
恋
の
情
趣
を
あ
わ
れ
深
く
詠
み
、
し
か
も

余
情
の
美
が
漂
う
歌
が
恋
歌
の
理
想
と
さ
れ
、
こ
の
基
準
に
か
な
う
歌
が
勅
撰

集
に
は
撰
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
左
右
と
も
高
く
評
価
さ
れ
た
二
十
八
番
の
歌
に
対
し
て
、
二
十
四
番
の
歌
の

判
詞
を
み
る
と
、
　
「
両
首
の
恋
、
と
も
に
心
深
し
と
い
へ
ど
庵
、
右
な
ほ
由
あ

り
と
聞
ゆ
。
勝
る
べ
く
や
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
西
行
の
魑
性
は
、
む

し
ろ
左
歌
に
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
き
歌
の
姿
を
形
成
す

る
た
め
の
な
だ
ら
か
な
詞
の
続
き
柄
を
重
視
し
た
俊
成
は
、
左
歌
の
や
や
思
弁

的
で
生
硬
な
蓑
現
が
、
詞
の
な
だ
ら
か
さ
に
お
い
て
劣
る
と
み
た
の
で
あ
る
。
．

　
「
宮
河
歌
合
」
で
は
、
三
十
四
番
の
歌
に
つ
い
て
、
定
家
は
、
内
容
と
表
現

の
両
面
に
お
い
て
西
行
の
個
性
が
強
く
出
て
い
る
左
歌
を
斥
け
、
　
「
左
も
心
あ

り
け
る
や
う
な
れ
ど
も
、
右
な
ほ
優
に
き
こ
え
侍
れ
ば
」
と
し
て
、
軍
歌
を
勝

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
十
六
番
に
つ
い
て
は
、
　
「
両
首
の
歌
、
心
と
も
に
深

く
、
詞
お
よ
び
難
き
や
う
に
見
え
侍
る
を
、
右
の
こ
の
世
と
お
き
、
来
ん
世
と

い
へ
る
も
、
ひ
と
へ
に
風
情
を
先
と
し
て
詞
を
い
た
は
ら
ず
見
え
侍
れ
ど
、
か

や
う
の
難
は
、
こ
の
歌
合
に
と
り
て
は
、
す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
侍
れ
ば
、

な
ぞ
ら
へ
て
ま
た
持
と
申
す
べ
か
ら
ん
」
と
批
評
し
て
い
る
。
詞
を
い
た
わ
る

歌
人
で
あ
っ
た
定
家
に
は
、
　
「
こ
の
世
」
と
お
き
、
　
「
来
ん
世
」
と
受
け
た
詞

句
の
類
似
性
が
欠
点
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
こ
の
歌
は
、
初
句
に
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「
あ
は
れ
あ
は
れ
」
と
い
う
同
語
反
復
の
感
動
詞
を
お
き
、
初
句
と
第
三
句
が

字
余
り
で
あ
る
と
い
う
表
現
自
体
、
き
わ
め
て
異
色
で
あ
る
。
し
か
も
内
容
に

お
い
て
も
、
恋
歌
の
範
囲
を
こ
え
て
、
述
懐
や
無
常
の
歌
に
つ
な
が
る
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
感
情
表
現
の
強
烈
さ
と
い
う
点
で
は
、
西
行
の
歌
の
中

で
も
、
も
っ
と
も
強
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
内
面
か
ら
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な

思
い
を
詠
嘆
し
た
こ
の
歌
が
、
勅
撰
集
の
理
想
か
ら
は
余
り
に
遠
い
も
の
で
あ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
俊
成
に
せ
よ
定
家
に
せ
よ
、
西
行
の
右
の
よ
う
な
歌
に
こ
そ
彼
の
個
性
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
認
め
て
い
た
が
（
注
1
5
）
、
こ
れ
ら
は
，
勅
撰

集
に
採
る
べ
き
性
質
の
歌
で
は
な
か
っ
た
し
、
歌
合
に
お
い
て
も
、
歌
の
姿
に

お
い
て
端
正
さ
に
欠
け
る
こ
と
が
難
点
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
西
行
が
最
晩
年
の
自
歌
合
の
末
尾
に
、
敢
え
て
⑯
の
よ
う
な
歌
を

お
い
た
と
こ
ろ
に
西
行
の
強
い
自
信
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
歌
に
つ
な
が
る
一
連
の
歌
に
こ
そ
、
西
行
の
恋
歌
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

123456

注

歌
数
は
「
和
歌
文
学
大
辞
典
」
に
よ
る
。

⑦
も
同
様
に
、
「
新
古
今
調
」
に
の
み
見
出
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。

川
田
順
氏
は
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
成
立
を
文
治
三
年
以
後
と
み
て
い
る
（
「
西
行

の
伝
と
歌
」
）
。
そ
の
説
に
従
え
ば
、
西
行
の
最
晩
年
の
作
に
な
る
。

「
源
平
盛
衰
記
」
他
。

西
行
の
歌
の
論
理
的
・
思
弁
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
行
歌
風
の
特
色
一

そ
の
衰
現
に
つ
い
て
一
」
　
（
「
信
州
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
四
号
）
で
論
じ
た
。

西
行
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
表
現
技
巧
に
は
、
源
俊
頼
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
先

に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
（
拙
稿
「
西
行
に
お
け
る
源
俊
頼
の
影
響
」
・
「
日
本

78912　11　10131415

文
芸
論
稿
」
第
一
号
）

「
西
行
の
研
究
」
第
四
篇
・
作
品
論

「
西
行
の
研
究
」
第
四
篇
・
作
品
論

久
保
田
淳
氏
は
、
こ
の
歌
を
は
じ
め
、
西
行
の
恋
歌
に
、
し
ば
し
ば
「
み
さ
を
」

と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
そ
の
意
味
を
考
察
さ
れ

た
。
（
「
新
古
今
歌
人
の
研
究
」
第
一
篇
・
西
行
の
研
究
）

「
西
行
の
研
究
」
第
四
篇
・
作
品
論
）

そ
れ
ぞ
れ
、
川
田
順
氏
・
尾
崎
久
弥
氏
な
ど
の
説
に
代
表
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。

西
行
の
和
歌
に
お
け
る
述
懐
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
西
行
の
述
懐
歌
」

（「

ｶ
芸
研
究
偏
理
五
十
四
集
）
で
、
く
わ
し
く
論
じ
た
。

こ
の
歌
は
、
和
泉
式
部
の
「
忍
ぶ
べ
き
人
も
な
き
身
は
あ
る
時
は
あ
は
れ
あ
は
れ

と
い
ひ
や
お
か
ま
し
」
を
本
歌
と
す
る
が
、
両
者
が
、
本
歌
取
と
本
歌
の
関
係
に

あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
西
行
と
和
泉
式
部
の
歌
人
的
資
質
の
類
似
性
が
考
え

ら
れ
る
。

山
本
幸
一
氏
が
「
西
行
歌
風
の
形
成
」
（
「
国
語
国
文
研
究
」
2
7
）
で
、
こ
の
点
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

定
家
は
「
宮
河
歌
合
」
の
九
番
左
の
「
世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
ち
る
花
の
我
が

身
を
さ
て
も
い
っ
ち
か
も
せ
む
」
と
い
う
歌
に
つ
い
て
、
　
「
左
歌
、
世
の
中
を
思

へ
ば
な
べ
て
と
い
へ
る
よ
り
、
終
り
の
句
の
末
ま
で
句
ご
と
に
思
ひ
入
れ
て
、
作

者
の
心
深
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
れ
ば
い
か
に
も
勝
侍
ら
む
」
と
歌
の
本
質
を
鋭
く

つ
い
た
判
を
加
え
、
西
行
を
い
た
く
欣
ば
せ
た
こ
と
が
「
贈
定
家
註
文
」
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
。
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Summary

A study on  Saigyô's love-poem

Shinichi NISHIMURA

   The purpose of this paper is to show the characteristics of  SaigyO's love-poem. 

   In the first chapter, I have considered  Saigyo's love-poems in  "Shinkokin-syil." 

They have very elegant style. At the same time, however, it cannot be denied that 

there are some characteristic styles different from the styles of other poets'  love-poems. 

   In the second chapter, I have dealt with love-poems in  SaigyO's anthology  "Sanka-

syu, " According to my opinion, we find the most characteristic style of Saigyo's love-

poem in some works in this anthology. 

   In the third chapter, I have mentioned some works in  "Mimosusogawa-utaawase" 

and critics by Shunzei and Teika. 

   In conclusion, I may say that the most characteristic style of  SaigyO's love-poem lies 

in his some works in  "Sankasyil" and  "Mimosusogawa-utaawase.  "


