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平
安
朝
の
和
歌
史
を
、
歌
人
を
軸
に
し
て
そ
の
歴
史
を
辿
る
蒔
、
『拾
遺
集
』

か
ら

『後
拾
遺
集
』
に
至
る
長
い
勅
撰
集
空
白
期
に

一
つ
の
変
動
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
藤
原
範
永
や
源
頼
実
と

い
っ
た
受
領
層
歌
入
達
に
よ

る
和
歌
集
団
の
和
歌
六
人
党
の
出
現
や
、
能
因
、
道
命
、
良
暹
や
津
守
国
基
と

い
っ
た
僧
侶
、
神
官
歌
人
に
よ

っ
て
新
た
な
和
歌
世
界

へ
の
様
々
な
試
み
が
み

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
時
代
に
若
く
、
歌
歴
も
な
い
藤
原
通
俊
が
な
ぜ

『後
拾
遺

集
』
の
撰
者
と
し
て
起
用
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
近
年
様

々
な
視

点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
撰
者
通
俊
に
よ
る
身
内
尊
重

の
意
識
が
、

鹽

後
拾
遺
集
編
纂
に
大
き
く
働
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
近
親
者
達

の
協
力
に

　エ
　

よ

っ
て
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
つ

そ
の
結
果
が
、
『後
拾
遺
集
』
の
歌
風

の
特
色
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
多
く

の

女
流
歌
人
詠
を
評
価
し
、
入
集
せ
し
め
た
こ
と
、
反
面
、
最
多
入
集
歌
人
が
和

泉
式
部
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
単
な
る
撰
者
の
身
内
尊
重
の
意
識
の
み
が
働

い
た

営
為
と
は
思
え
な

い
。
更
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
他
勅
撰
集
に
は
見
ら
れ
な
い

僧
侶
詠
の
多
く
を
入
集
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
撰
者
周
辺
や
そ
の
縁
に
係
わ
る

よ
う
な
歌
人
達
の
多
く
を
入
集
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の

僧
侶
歌
人
達
の
多
く
は
、
『後
拾
遺
集
』
の
み
に
名
を
と
ど
め
る
よ
う
な

一
回

実

川

恵

子

性
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
も
趣
味
深

い
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

『後
拾
遺
集
』
」
固
有
な
状
況
を
生
み
出
し
た
撰
者
通
俊

の
編
纂

意
図
や
、
歌
風
形
成
、
更
に

『後
拾
遺
集
』
の
新
風

へ
の
問
題
に
も
、
こ
れ
ら

の
現
象
は
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
三
代
集
に
比
し

て
増
加
し
た
僧
侶
歌
人
詠
や
宀
特
に

『後
拾
遺
集
』
に

一
首
の
み
を
入
集
す
る

よ
う
な
僧
侶
歌
人
に
注
目
し
、
彼
ら
の
詠
歌
や
入
集
が
果
し
た
役
割
に
.つ
い
て

述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

ま
ず
、
『後
拾
遺
集
』
入
集
の
僧
侶
歌
人
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

歌
人
数
に
し
て
四
七
名
、

一
六
七
首
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。「
こ
こ
に
は
、
あ
え

て
作
者
名
は
記
さ
ず

「詠
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
入
集
す
る
が
、
諸
本
勘
物
か

ら
判
名
し
た
二
名

(
五
五

・
一
一
四
七
)
を
含
ん
で
い
る
。

こ
の
四
七
名
の
僧
侶
歌
人
数
は
、
全
二
十
巻
、
全
歌
集

一
二

一
八
首
の
お
よ

そ
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
こ
の
現
象
は
、
三
代
集
に
比
し
て
増
加

の
傾

向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
祗

・
釈
教
と

い
う
新
た
な
部
立
を
設
け
る
な
ど

宗
教
的
な
深
ま
り
を
見
せ
る
時
代
性
の
中
で
僧
侶
達
は
次
第
に
詠
作
の
場
を
広

(13)
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げ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
僧
侶
達
の
中
で
多
数
の
詠
歌
入
集
を
果
し
て
い
る
の
が
、
能
因

(ご
二

首
)、
道
命

(十
六
首
)
、
良
暹

(十
四
首
)
、
増
基

・
恵
慶

(十
二
首
)
、

素
意

(七
首
)、
慶
暹

・
慶
範

(
四
首

)、
源
縁

・
深
覚

・
長
済

・懐
円

(三
首
)、

安
法

・
源
賢

・
源
心

・
忠
命

・
朝
範

・
連
敏

・
連
仲

(
二
首
)
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
僧
侶
歌
人
は
、
ほ
と
ん
ど
が
前
代
に
活
躍
し
た
歌
人
達
で
、
当
代
歌
人
は

素
意
、
永
源
、
源
縁
、
長
済
を
掲
げ
る
に
す
ぎ
な

い
。

一
方
、
『後
拾
遺
集
』
に
は

一
首

の
み
を
入
集
す
る
僧
侶
歌
人
が
二
二
名
お

り
、
全
体
の
お
よ
そ
半
数
に
及
ん
で

い
る
。
こ
の
二
二
名
の
う
ち
、
『後
拾
遺

集
』
初
出
の
歌
人
は
入
名
、
他

の
十
四
名
の
僧
侶
が

『後
拾
遺
集
』
に
の
み
入

集
す
る

一
回
性
の

一
首
歌
人
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
二
二
名

の
僧

侶
歌
人
詠
を
部
立
毎
に
整
理
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

春
上

◎
55

(読
人
不
知
、
賢
勢

)

春
下

捌

(法
円
)

夏

◎
酩

(元
慶
)

秋
上

◎
跏

(実
誓
)

冬

◎
弸

(慶
尋
)

・

鎚

(頼
慶
)

・
◎
畑

(快
覚
)

・
◎
捌

(長
算
)

別

鰡

(堪
円
)

・
◎
蚓

(良
勢
)

・

螂

(寂
昭
)

恋

一

饂

(実
源
)

・

餾

(永
成
)

恋
三

◎
鸚

(慶
意
)

・

盟

(遍
救
)

雑

一

跚

(聖
梵
)

雑
三

◎
脳

(円
昭
)

・
◎
撕

(懐
寿
)

雑
五

◎
㎜

(読
人
不
知
、
観
心
)

・
◎
㎜

(教
円
)

雑
六

◎
㎜

(光
源
)

・
◎
……
(覚
超
)

◎
は

『後
拾
遣
集
』
に
の
み
入
集
す
る
歌
人

こ
の
状
況
か
ら
、
僧
侶

一
首
歌
人
は
冬
、
雑
部
に
多
数
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

歌
人
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
な
く
て
も
、
撲
者
の
縁
者
や
周
辺

の
歌
人

詠
を
広
く
収
集
し
て
入
集
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
は
、
通
俊
の

一
つ
の
撰
集

の
方

針
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
僧
侶
詠
は
ど
の
よ
う
な
資
質
を
持

つ
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
詞
書
や
詠
歌
内
容
に
即
し
て
そ
の
具
体
相
を
と
ら
え
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

二

 

四
季
歌
中
の
僧
侶
歌
は
、
七
四
首

(春
上
十
五
、
春
下
四
、
夏
十
六
、
秋
上

一
二

、
秋
下
五
、
冬
十
三
首
)、
こ
の
う
ち
、
能
因
十
七
、
良
暹
九
、
恵
慶

・

道
命
五
首
等
が
多
く
の
入
集
を
果
た
し
て
い
る
。
秋
上
、
夏
巻
に
多
数
の
採
択

が
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
僧
侶
歌
入
集
を
多
数
認
め
ら
れ
る
秋
上
を
中
心
に
そ

の
詠
歌
状
況

な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

秋
上
巻
は

一
〇
〇
首
を
収
め
る
が
、
そ
の
凡
そ
二
割
の
二

一
首
を
僧
侶
詠
が

占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二

一
首
を
詞
書
表
記
か
ら
概
観
す
る
と
、
歌

会
、
歌
合
等
で
詠
じ
ら
れ
た
歌
題
詠
が
多
く
、
な
か
で
も
題
不
知
と
す
る
も

の

が
七
首
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、左
注
が
付
さ
れ
、読
人
不
知
詠
と
す
る
、

秋
も
あ
き
こ
よ
ひ
も
こ
よ
ひ
月
も
月
と
こ
ろ
も
と
こ
ろ
見
る
君
も
君

と

い
う
歌

(二
六
五
)
が
あ
る
。
作
者
を
読
人
不
知
と
す
る
が
、
左
注
か
ら
光

源
法
師
と
し
、
主
君
頼
通

へ
の
敬
仰
と
宿
ぼ
め
の
詠
歌
と
す
る
。
こ
の
覚
え
や

す
く
、
耳
ざ
わ
り
が
良
く
、
主
君

へ
の
挨
拶
の
よ
う
な
当
歌
は
、
序
文
に
も

い

(14)



『後拾遺集』の薪風 をめ ぐる一考察一僧侶歌人詠が担 ったもの一

う
撰
者
通
俊

の
庶
幾
す
る

「を
か
し
」
の
代
表
歌
と
も
思
え
る
。
こ
れ
を
、
あ

え
て
題
不
知
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
た
意
図
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
駒
迎
を
詠
じ
た
題
詠
歌
が
三
首
続
き
、
こ
の
い
ず
れ
も
僧
侶
歌
で
あ

る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

八
月
、
駒
迎
へ
を
よ
め
る

・

良
暹
法
師

逢
坂
の
杉
の
群
立
ち
ひ
く
ほ
ど
は
を
ぶ
ち
に
見
ゆ
る
望
月
の
駒

(
二
七
八
)

原
彖
去
市

・γ
糸
・老
白卩

み
ち
の
く
の
安
達
の
駒
は
な
づ
め
ど
も
け
ふ
逢
坂
の
関
ま
で
は
来
ぬ

(
二
七
九
)

屏
風
絵
に
、
駒
迎

へ
し
た
る
所

を
読
侍
け
る

恵
慶
法
師

望
月
の
駒
ひ
く
時
は
逢
坂
の
木

の
下
や
み
も
見
え
ず
あ
り
け
る

(
二
八
○
)

こ
れ
ら
の

「駒
迎
」
歌
群
は
、
二
七
八
歌

の
満
月
の
光
の
中
で
ま
だ
ら
模
様

に
見
え
る
駒
の
叙
景
性
を
描
き
出
し
、
二
七
九
で
は
、
駒
の
献
上
の
た
め
奥
州

安
達
が
原
か
ら
逢
坂

へ
の
道
中
が
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
詠
風
、
三
首
目
の
恵
慶

歌
は
、
屏
風
絵
に
描
か
れ
た
駒
迎
え

の
様
子
を
描
い
た
屏
風
絵
を
見
て
詠
じ
て

・お
り
、
二
七
入
歌
と
逆
の
発
想
を
と

っ
て
い
る
。

こ
の

「駒
迎
」
歌
は
、
『拾
遺
集
』
秋

・
一
七
〇
番
、
紀
貫
之
歌

の

「逢
坂

の
関
の
清
水
に
影
見
え
て
い
ま
や
ひ
く
ら
ん
望
月
の
駒
」
の
屏
風
歌
が
有
名
で
、

歌
中
の

「
望
月
の
駒
」
か
ら
満
月
の
光
と
影
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ

っ
て
歌
に
奥
行
と
情
趣
を
持
た
せ
た
歌
境
を
作
り
あ
げ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
駒
迎
え
と
い
う
独
特
な
想
像
性
を
創
出
し
た
手
法
を
、
『
後

拾
遺
集
』
の
僧
侶
歌
人
達
が
試
み
る

こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
七
首
の
題
不
知
歌
と
後
拾
遺
集
前
後
か
ら
増
加
す
る

「心
を
詠
め
る
」

と
い
う
詞
書
を
付
し
た
僧
侶
歌
も
目
立

っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
な
歌
題
化

傾
向
の
見
ら
れ
る
中
で
、
こ
れ
ら
七
首
の
題
不
知
歌
は
、
新
奇
な
発
想
法

(
二

五
四

二
ご
=
二
)
や
詠
歌

の
場
か
ら
独
立
し
て
鑑
賞
す
べ
き
詠
歌

(二
九
四
)、

新
し
い
歌
語
の
使
用
に
よ

っ
て
そ
の
歌
風
を

「め
ず
ら
し
」
と
す
る
慶
暹

の
詠

(三
六
三
)
な
ど
、
ま
た
、
秋
上
巻
末
に
近

い
良
暹
歌
も
題
不
知
と

し
、
当
巻

の
テ
ー

マ
を
集
約
し
た
秋
の
夕
暮
れ
の
寂
レ
さ
を
抽
象
的
に
表
現
し
た
世
界
を

詞
書
が
象
徴
す
る
。

ま
た
、
『後
拾
遺
集
』
恋
三
、
及
び
雑
三
に
次
の
よ
う
な
稚
児
愛
を
詠

っ
た

四
首
の
僧
侶
歌
が
見
ら
れ
る
。

頼
め
け
る
童
の
久
し
う
見
え
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
詠
み
侍
り
け
る

律
師
慶
意

頼
め
し
を
ま
つ
に
日
頃
の
す
ぎ
ぬ
れ
ば
た
ま
の
を
よ
わ
み
た
え
ぬ
べ
き
か
な

(七
三
三
)

思
ひ
け
る
童
の
三
井
寺
に
ま
か
り
て
久
し
く
お
と
も
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば

詠
み
侍
け
る

僧
都
遍
救

逢
坂
の
関
の
清
水
や
濁
る
ら
ん
入
り
に
し
人
の
影
の
見
え
ぬ
は

(七
四

こ

語
ら
ひ
侍
り
け
る
童
の
、
こ
と
人
に
思
ひ
つ
き
け
れ
ば
、
久
し
う
お
と
も

せ
で
侍
り
け
る
に
、
さ
す
が
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る

前
律
師
慶
暹

よ
そ
ひ
と
に
な
り
は
て
ぬ
と
や
思
ふ
ら
ん
う
ら
む
る
か
ら
に
忘
れ
や
は
す
る

(15)
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(七
四
三
)

づ
ら
か
り
け
る
童
を
恨
む
と
て
、
お
と
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
童

の
も
と
よ

り
、
わ
れ
さ
へ
人
を
へ
と
い
ひ
に
お
こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば
詠
め
る律

師
朝
範

恨
み
ず
は

い
か
で
か
人
に
と
は
れ
ま
し
う
き
も
う
れ
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け

る

・

.

(雑
三

・
九
五
三
)

こ
の
よ
う
に
僧
侶
が
寺
童
に
送

っ
た
恋
歌
は
、
『古
今
集
』
や

『後
撰
集
』

の
勅
撰
集
に
は
例
が
な
く
、
『拾
遺
集
』
恋

一
に
寛
祐
法
師
詠

(六
六
二
)
の
、

'大
嘗
会
の
御
禊
に
物
見
侍
け
る
所
に
童
の
侍
り
け
る
を
見
て
、

又
の
日
遣
は
し
け
る

あ
ま
た
見
し
豊

の
禊

の
諸
人
の
君
し
も
も
の
を
思
は
す
る
か
な

の

一
例
が
見

い
出
せ
る
の
み
で
あ
る
。
詠
歌
内
容
は
、
過
去
に
お
け
る
恋
情
の

始
ま
り
か
ら
現
在
に
至
る
思
い
の
辛
さ
に
主
軸
を
置

い
た
内
容
で
も
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
『後
拾
遺
集
』
の
四
首
は
、
詞
書
の
詠
歌
事
情
が
詳
細
に
語
る

よ
う
に
、
い
ず
れ
も

「恋
三
」
巻
に

ふ
さ
わ
し
い
、
恋
の
恨
み
へ
と
進
展
し
た

　
　
　

歌
で
あ
る
。
こ
の
詠
法
に
つ
い
て
、
藤
本

一
恵
氏
は

「僧
綱
を
帯
す
る
戒
律
き

び
し
か
る
べ
き
身
で
童
児
を
愛
し
た
劣
情
の
歌
」
と
し
、
更
に

「特
に
律
師
慶

意
と
、
僧
都
遍
救
、
前
律
師
慶
暹
の
三
人
は
重

い
僧
官
に
あ
る
身
で
、
男
色
に

ふ
け
り
、
稚
児
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
実
態
は
ず

っ
と
以
前
か

ら
あ

っ
た
に
違

い
な
い
が
、
そ
れ
を
勅
撰
集
の
恋
の
部
に
堂
々
と
撰
入
し
た
の

は
こ
の

『後
拾
遺
集
』
が
初
め
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
川

　ヨ
　

村
晃
生
氏
は
、
こ
れ
ら

一
連

の
歌
を
男
色
の
詠
と
し
、
『袋
草
子
』

の
真
如
院

僧
都
公
円
と
綿
織
八
郎

の
逸
話
を
掲
げ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
詠
歌
を
理
解
す
る
時
、
作
者
が
僧
侶
で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
し
ま

っ
て
、
と
も
す
る
と
前
述
の
よ
う
な
理

解
に
繋
が

っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
僧
侶
と
寺
童
と

の
密
接
な
関
係
と

い
う
前
提
の
中
で
、

一
般
的
な
男
女
の
恋
愛
歌
と
同
時
点

の

詠
歌
で
あ
る
と

い
う
自
然
な
解
釈
も
で
き
る
。
あ
え
て
、
後
世
で
の
鑑
賞
を
こ

れ
ら
の
詠
歌
に
持
ち
込
む
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
と
は
思
え
な

い
。

む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
歌

の
詞
書
が
詳
細
に
詠
歌
事
情
を
記
述
し
た
り
、
歌
の

内
容
が
、
恋
と

い
う
私
的
な
感
情
を
終
始
と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
僧
侶
達
の
こ
う
し
た
歌
は
、
褻
的
な
世

界
で
の
私
的
な
感
情
を
あ
え
て
解
放
す
る

一
つ
の
契
機
の
歌
と
な
り
得
た
の
で

は
な
い
か
と
も
思
う
。
僧
侶
歌
人
の
詠
作

の
方
法
や
場
が
、
こ
う
し
た
新
風

へ

の
試
み
と
な

っ
て
、
『後
拾
遺
集
』
以
降
の

『金
葉
集
』
、
『詞
花
集
』
、

『千
載

集
』
の
同
様
な
稚
児

へ
の
愛
情

の
詠
歌
を
入
集
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が

っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

 

次
に
、
雑
歌
中
の
僧
侶
歌
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

八
代
集
中
、
巻
軸
に
六
巻
と

い
う
雑
歌
を
多
数
入
集
さ
せ
、
そ
の
詠
歌
に
詳

細
な
詠
歌
事
情
を
付
し
、
歌

の
読
ま
れ
た
場
と
密
着
し
元
詠
風
を
持

つ
も
の
が

多
い
の
が

『後
拾
遺
集
』

の
雑
歌

の
特
色
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
僧

侶
歌
は
、
四
六
首
-
(雑

一
巻
十
首
、
雑
二
巻
二
首
、
雑
三
巻
十
首
」
雑
四
巻
七

首
、
雑
五
巻
五
首
、
雑
六
巻
神
祗
四
、
釈
教
四
、
誹
諧
泗
)
が
入
集
す
る
。

そ
の
中
で
多
数
入
集
す
る
僧
侶
歌
人
は
、
増
基
、
能
因
、
道
命
等
で
他
の
巻

と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
聖
梵
、
円
昭
、
懐
寿
、
兼
経
、
教
円
、
光
源
、
覚
超
、
観

心

(勘
物
か
ら
判
名
)
と

い
っ
た

一
首
歌
人
の
多

い
の
が
注
目
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
な
が
ら
雑
部
の
僧
侶
歌
を
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

雑
部
最
初
の
巻
雑

一
は
広
義
の
月
、
水
、・無
音
、
哀
傷
の
歌
七
十
首
を
配
置
し
、

そ
の
中
の
十
首
が
僧
侶
歌
で
あ
る
。
巻
頭
か
ら
五
首
目
に
位
置
す
る
良
暹
法
師

の
次
の
よ
う
な
雑
歌
が
あ
る
。

池
上
月
を
よ
め
る

月
か
げ
の
か
た
ぶ
く
ま
ま
に
池
水
を
西

へ
な
が
る
と
思
ひ
け
る
か
な

(
八
一二
亠ハ
)

こ
の
歌
の
前
歌
、
師
賢
の

「船
中
月
と

い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る
」
と
詞
書
す

る

「
み
な
れ
ざ
を
と
ら
で
ぞ
く
だ
す
高
瀬
舟
月
の
ひ
か
り
の
さ
す
に
ま
か
せ
て
」

に
続
け
て
、
こ
の
良
暹
の

「池
上
.
月
」
と
い
う
題
詠
歌
を
置

い
て
い
る
。
良

暹
は
和
歌
六
人
党
や
津
守
国
基
、
賀
茂
成
助
等
と
の
交
友
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、

本
歌
は
彼
ら
の
歌
会
な
ど
で
詠
出
さ

れ
た
題
詠
歌

で
あ

ろ
う

。
歌

の
内
容

の

「月
が
西
に
傾
く
に
つ
れ
て
、
池
の
水
も
西

へ
流
れ
て
い
る
と
思

っ
た
」
と

い

う
漸
新
な
発
想
と
趣
向
は
誹
諧
歌
的

で
も
あ
り
、
「を
か
し
」

を
感
じ
さ
せ
る

要
素
を
投
げ
か
け
る
も

の
で
も
あ
る
。

続
く
、
八
三
九
歌
、
懐
円
法
師
の
歌
は
、
非
常
に
長
文
で
物
語
的
な
詞
書
を

馳有
し
て
い
る
。

月
の
い
と
お
も
し
ろ
く
侍
け
る
夜
、
来
し
方
行
末
も
あ
り
が
た
き
こ
と
な

ど
思
う
た
ま

へ
て
、
か
ち
よ
り
輔
親
が
六
条
の
家
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
夜

ふ
け
に
け
れ
ば
人
も
あ
ら
じ
と
思
う
た
ま

へ
け
る
に
住
み
あ
ら
し
た
る
家
の

つ
ま
に
出
で
ゐ
て
、
前
な
る
池
に
月
の
う

つ
り
て
侍
り
け
る
を
な
が
め
て
な

ん
侍
り
け
る
、
お
な
じ
心
仁
も
な
ど
い
ひ
て
よ
み
侍
り
け
る

池
水
は
天
の
川
に
や
か
よ
ふ
ら
ん
空

な
る
月
の
そ
こ
に
見
ゆ
る
は

懐
円
は
、
雑
三
に

「王
昭
君
」
の
故
事
を
赤
染
衛
門
や
懐
寿
ら
と
詠
じ
て
お

り
、
当
歌
の
中
国
の
伝
承
な
ど
に
関
心
を
持

っ
た
歌
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
詳
細

な
詞
書
と
歌
と
が
織
り
成
す
幻
想
的
で
独
特
な
物
語
的
世
界
を
詠
う
。
こ
の
よ

う
な
手
法
は
め
ず
ら
し
く
、
雑
歌
な
ら
で
は
の
魅
力
を
投
げ
か
け
て
も
い
る
ゆ

八
五
入
歌
は
、

一
首
歌
人
の
聖
梵
の
詠
歌
、

・
山
に
住
み
わ
づ
ら
ひ
て
奈
良
に
ま
か
り
て
住
み
侍
け
る
に
、
知
り
た
る
人

も
な
く
、
ま
た
見
し
世
の
す
み
か
に
も
似
ざ
り
け
れ
ば
、
月
の
お
も
し
ろ

く
侍
り
け
る
を
な
が
め
て
よ
め
る

昔
見
し
月
の
か
げ
に
も
似
た
る
か
な
わ
れ
と
と
も
に
や
山
を
出
で
け
む

聖
梵
は
、
伝
不
詳
だ
が
、
『僧
綱
補
任
』
に
堅
者
と
し
て
記
録
が
見
え
、
『発

心
集
』
に
そ
の
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
人
物
で
も
あ
る
。
初
句

「昔
み
し
月
の

影
に
も
似
た
る
か
な
」
に
は
聖
梵

の
孤
独
な
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
を
り
、
こ
の

あ
た
り
が
雑
歌
採
択
の
評
価
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

雑
二
巻
は
、
恋
愛
に
関
す
る
歌
、
六
八
首
を
収
集
す
る
。
こ
こ
で
の
僧
侶
歌

は
二
首

く
九
四
〇

・
九
五
三
)
と
雑
部
中
極
め
て
少
な
い
。
九
四
〇

の
素
意
歌

は
、
「
三
輪

の
社
わ
た
り
に
侍
り
け
る
人
を
尋
ぬ
る
人
に
代
り

て
」

と
詞
書
し

た
次
の
歌
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
の
三
輪
の
山
辺
を
た
つ
ぬ
れ
ど
杉
問
の
月
の
か
げ
だ
に
脇
な
し

三
輪
山
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
女
性
を
探
し
求
め
る
男
に
代
わ

っ
て
詠
じ
た

歌
で
、
そ
の
居
場
所
を
尋
ね
当
て
ら
れ
な
か

っ
た
恨
み
を
歌

っ
た
も
の
、
九
五

三
歌
は
朝
範
の
、
前
述
し
た
恋
三
に
所
収
す
る
稚
児

へ
の
恋
愛
歌

(七
三
三
、

七
四

一
、
七
四
三
)
と
同
様
の
内
容
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
恋
三
巻
の
三
首
と
雑

二
に
配
置
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
分
類
意
識
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
恋
部
三

首
は
共
に
つ
れ
な
い
童

へ
の
恨
み
に
終
始
す
る
が
、
当
歌

「恨
み
ず
は
い
か
で

か
人
に
問
は
れ
ま
し
う
き
も
う
れ
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」
は
、
仲
が
途
絶

(17)
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え
た
童
に
再
び
便
り
を
も
ら

っ
た
喜

び
を
詠
う
。
童

へ
の
辛

い
恨
み
が
あ

っ
た

ら
ば
こ
そ
喜
び
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
逆
接
的
な
詠
風
が
恋
歌

的
で
は
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
雑
二
の
分
類
に
つ
な
が

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

雑
三
は
、
官
職
、
厭
世
、
流
謫
、
出
家
、
隠
棲
と
い
っ
た
最
も
雑
歌
的
な
無

常
感
を
中
心
に
置
く
。
こ
こ
に
は
十
首

の
僧
侶
歌
を
置
く
が
、
こ
の
う
ち
明
快

(九
七
七
)、
円
昭

(
一
〇

一
四
)、
懐
寿

(
一
〇

一
七
)
と

い
う
三
人
の

一
首

僧
侶
歌
人
詠
を
載
せ
る
。
特
に
懐
寿
歌
は
、
赤
染
衛
門
、
懐
円
ら
と

「王
昭
君

を
よ
め
る
」
と
い
う
題
の

一
連
の
歌
と
し
て
載
せ
る
。

雑
五
は
、
年
中
行
事
や
対
人
関
係

、
法
会

の
歌
を
集
め
て
い
る
。
こ
こ
に
入

集
す
る
五
首
は
、
童
児
を
弟
子
に
す

る
と

の
約
束
を
反
古
に
さ
れ
た
こ
と
を
恨

鹽
む
源
賢
の
歌

(
一
一
二
六
)、
連
敏

の

一
一
三

一
歌
は
、
詞
書

の

「頼
国
朝
臣

紀
伊
守
に
て
侍
り
け
る
時
、
い
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
て
ま
か
り
て
侍
り
け
る
を
、

こ
と
さ
ら
に
も
の
も
言
は
ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
」
と
あ
り
、
会
う
こ
と

に
応
じ
な
い
頼
国

へ
の
訴
え
の
歌
、
更
に

一
一
四
七

の

「杉
も
杉
宿
も
む
か
し

の
宿
な
が
ら
か
は
る
は
人
の
心
な
り
け
り
」
は
読
人
不
知
詠
と
す
る
が
、
太
山

寺
本
勘
物
に
よ
り
、
観
心
と
す
る
。

こ
の
歌
は
、
詞
書
か
ら
、
女

の
心
変
わ
り

を
嘆

い
た
も

の
で
あ
り
、
続
く

一
一
四
八
は
連
仲
の
か
っ
て
修
行
し
た
叡
山
に

戻

っ
た
感
慨
を
歌
う
。
ま
た
、

一
一
五
七
歌
は
慶
範
詠
で
、
仏
道
を
悟
り
得
な

い
こ
と
を
交
友

の
あ

っ
た
良
暹
に
嘆

い
た
歌
で
あ
る
。
僧
侶
と
し
て
の
私
的
な

心
情
が
吐
露
さ
れ
た
歌
が
配
置
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
も
う

一
首
は
、
雑
五
の
巻
末
に
配
さ
れ
た
次
の
教
円
の
雑
歌
で
あ
る
。

教
円
は
本
集
に

一
首
の
み
を
入
集
す
る
歌
人
で
、
律
師
、
大
僧
都
を
経
て
長
久

五
年
天
台
座
主
と
な

っ
た
僧
侶
で
あ
る
。

前
伊
勢
守
義
孝
宇
治
前
太
政
大
臣

の
む
ま
や
に
下
り
た
り
と
聞
て
つ
か
は

け
る

い
に
し

へ
の
眉
刀
自
女
に
も
あ
ら
ね
ど
も
君
は
み
ま
く
さ
取
り
て
飼
ふ
と
か

(
一
一
五
九
)

何
ら
か
の
事
情
に
よ

っ
て
、
馬
飼
に
な

っ
た
義
孝
に
同
情
し
、
そ
の
安
否
を

尋
ね
た
も

の
だ
が
、
「催
馬
楽
」

の
詞
章
の

「眉
刀
自
女
」
を
歌
中
に
取
り
入

れ
た
点
が

一
つ
の
趣
向
と
も
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
や
や
諧
謔
味

を
帯
び
た
本
歌
を
巻
末
に
置
く
こ
と
は
、
撰
者
通
俊

の
雑
歌

へ
の

一
つ
の
新
し

い
試
み
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
も
あ
る
。

雑
部
最
終
巻

の
雑
六
は
五
九
首
を
収
め
、
神
祗
十
九
、
釈
教
十
九
、
誹
諧
歌

二

一
首
か
ら
成
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
小
見
出
し
の
部
立
を
立
て
た
こ
と
は
、

通
俊
と

っ
て
末
法
思
想
の
浸
透
や
当
時
の
和
歌
史
的
な
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
入

集
歌
人
の
顔
ぶ
れ
な
ど
か
ら
、
当
巻

へ
の
強

い
思

い
入
れ
も
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
雑
六
の
僧
侶
歌

の
入
集
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
立
に
四
首
ず

つ
が
認
め
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
最
終
部
の
誹
諧
歌
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
誹
諧
歌
は

既
に

『古
今
集
』
雑
体
に
設
け
ら
れ
た
も
の
の
踏
襲
と
さ
れ
る
が
、
歌
数
は
そ

れ
よ
り
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
集
の
歌
人
は
赤
染
衛
門

・
藤
原
道
綱
母

・

藤
原
実
方

・
和
泉
式
部

・
能
因
と
い
っ
た

『後
拾
遺
集
』
の
代
表
的
歌
人
が
占

め
る
。
こ
こ
に
も
撰
者
通
俊

の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四
首
入
集
の
僧
侶
歌
は
、

橘
季
通
陸
奥
国
に
下
り
て
、
武
隈
の
松
を
歌
に
よ
み
侍
け
る
に
、
二
本
の

松
を
、
人
間
は
ば
み
き
と
答

へ
ん
な
ど
よ
み
て
侍
け
る
を
聞
き
て
よ
み
侍

け
る

僧
正
深
覚

武
隈
の
松
は
ふ
た
木
を
み
き
と

い
ふ
は
よ
く
よ
め
る
に
は
あ
ら
ぬ
な
る
べ
し

(18)



『後拾遺集』の新風 をめ ぐる一考察一僧侶歌人詠が担った もの一

(
=

九
九
)

紅
葉
の
散
り
は
て
が
た
に
風

い
た
く
吹
き
侍
け
れ
ば
よ
め
る

増
基
法
師

落
ち
つ
も
る
庭
を
だ
に
と
て
見
る
物
を
う
た
て
あ
ら
し
の
掃
き
に
掃
く
か
な

(
一
二
〇
七
)

題
不
知

雲
井
に
て
い
か
で
あ
ふ
ぎ
と
お
も

ひ
し
に
て
か
く
ば
か
り
も
な
り
に
け
る
か

な

(
一
二
〇
九
)

人
の
、
長
門

へ
い
ま
な
む
下
る
と

い
ひ
け
れ
ば
よ
め
る

能
因
法
師

白
波
の
立
ち
な
が
ら
だ
に
長
門
な

る
豊
浦
の
里
の
と
よ
ら
れ
よ
か
し

(
一
二

一
亠ハ
)

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
歌
も
、
歌
語
や
表
現
、
技
法
に
誹
諧
性
を
認
め
た
も
の
で

あ
り
、
滑
稽
を
主
と
し
て
和
歌
の
正
格
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
し

か
し
、
『後
拾
遺
集
嘸
は
俗
語
的
な
手
法
や
褻
的
な
世
界
に
息
づ

い
て
い
る
よ

う
な
古
代
的
な
残
像
を
あ
え

て
救
い
上
げ
、
形
を
変
え
て
歌
の
活
性
化
を
め
ざ

し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
歌

の
新
し
い

一
つ
の
方
向
性
を
見

い
出
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

『後
拾
遺
集
』
編
纂
に
際
し
て
、
撰
者
通
俊
は
親
類
縁
者
や
そ
の
周
辺
の
歌

人
達
の
歌
を
積
極
的
に
採
択
し
て
全

二
十
巻
を
構
成
せ
し
む
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
し
て
、
三
代
集
の
伝
統
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
様

々
な
革
新
的
な
試
み
を
企
て

た
と
言
え
る
。
特
に
、
恋
部
を
四
巻

に
縮
少
し
、
そ
の
分
、
雑
部
に
六
巻
を
割

き
、
雑
部
最
終
巻
に
神
祗

」・
釈
教

・
誹
諧
歌
の
小
見
出
し
を
立
て
た
こ
と
は
、

本
集
の
大
き
な
特
色
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
入
集
し
た
歌
人
構
成
に
も
三
代
集
と
は
明
ら
か
に
異

っ
た
現
象
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
掲
げ
ら
れ
る
。
.そ
れ
は
、
多
く
の
女
流
歌
人
が
入
集
す
る
こ
と

や
、
多
数
の
僧
侶
詠
を
採
る
な
ど
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
撰
者
通
俊
の

僧
侶
歌
人
評
価
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
も
の
か
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、

入
集
し
た
詠
歌
を
見
る
限
り
、
僧
侶
と
い
う
立
場
上
、
人
間

の
様

々
な
機
微
を

見

つ
め
た
り
、
和
歌
界
の
状
況
を
客
観
視
で
き
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
歌

の
本
質
を
も
う

一
度
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
革
新
的
な
見
方
が
で
き
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

発
想
や
素
材
の
新
し
さ
や
褻
的
な
世
界
を
解
放
し
、
表
現
す
る
こ
と
で
、
,歌

本
来
の
世
界
か
ら
逸
脱
し
た
試
み
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し

た
僧
侶
歌
評
価
の
気
風
は
、
『後
拾
遺
集
』
の
新
風
に
大
き
く
作
用
し
た
も

の

と
思
わ
れ
る
。

　 ノ　へ

1注
((

32
))

武
田
早
苗
氏

「
『後
拾
遺
集
』
編
纂
の

一
側
面

撰
者
の
身
内

尊
重
意
識
を
軸
に

」
(「
和
歌
文
学
研
究
」
77
号
・平
10

・
12
)

『後
拾
遺
和
歌
集
全
釈
』

下
巻

(風
間
書
房

平
5
)

『後
拾
遺
和
歌
集
』
(和
泉
書
院

平
3
)

(和
歌
の
本
文
は
、
『新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、適
宜
仮
名
や
漢
字
に
改
め
た
。
)
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