
『後
拾
遺
集
』
女
流
歌
人
増
大

の
意
味
す
る
も
の

実

川

恵

子

は
じ
め
に

『後
拾
遺
集
』
が
、
和
泉
式
部
を
筆
頭

に
、
相
模
、
赤
染
衛
門
、
伊
勢
大
輔
、
小

弁
ら
の
女
流
歌
人
の
詠
歌
の
多
く
を
入
集
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
事
実
は
、
明
ら
か
に
女
流
歌
人

へ
の
評
価
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
勅
撰
和
歌
史
上
で
の
注
目
す
べ
き
特
質
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

集

の
巻
頭
に
小
大
君
の
詠
歌
を
置
い
た
り
、
「雑
」
部
の
巻
頭
や
巻
軸
歌
に
道

綱
母
、
斎
宮
女
御
歌
を
配
す
る
点
や
、

一
巻
の
増
加
を
見
る

「雑
」
部
に
圧
倒
的

に
多
数
の
女
性
歌
を
採
択
し
た
り
、
ま
た
、

一
首
入
集
歌
人
に
女
性
が
多
い
こ
と

な
ど
、
そ
れ
ら
か
ら
本
集
の
編
纂
意
図
の
何
ら
か
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
思
え
る
。

こ
の
女
性
歌
増
大
と
歌
風
の
問
題
に

つ
い
て
、
「
こ
れ
ら
の
女
流
歌
人
詠
の
本

質
は
、
主
情
的
な
生
活
詠
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
褻
的
な
世
界
を
表
現
す
る
に
と

ど
ま
り
、
『後
拾
遺
集
』
の
歌
風
形
成

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
女
流
歌
人
詠
が

　
ユ

　

互
い
に
個
性
を
相
殺
し
て
、
そ
の
特
色
を
な
し
う
る
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
か
な
い
」
と

い
う
見
方
が
、
女
流
歌
人
の
文
学
的
評
価
と
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
平
安
和
歌
史
上
の
屈
折
点
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

『後
拾

遺
集
』
に
、
こ
う
し
た
女
流
歌
人
詠
の
増
大
が
何
ら
か
の
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
中
世
和
歌
の
萌
芽
を
見
よ
う
と
す
る
見
解
と
も
、
あ
る
意
味
で

絡
ん
で
く
る
部
分
も
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
う
し
た
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
、

二
、
三
の
視
点
か
ら
増
大
の
意
味
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

一

　　
　

『後
拾
遺
集
』
の
入
集
歌
人
の
類
別
か
ら
も
明
瞭
な
如
く
、
女
性
歌
人
数
は
、
前

勅
撰
集
の
そ
の
比
率
と
比
較
し
て
も
、
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
『後

拾
遺
集
』
の
入
集
歌
人
の
特
性
に
掲
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
歌
人
達

は
、
『後
拾
遺
集
』
に
ど
の
よ
う
な
文
学
的
役
割
を
荷

っ
た
の
か
、
ま
た
撰
者
通

俊
が
女
性
歌
の
増
大
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
か
、
歌
人
評
定
の
規
準

に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
点
も
多
い
。
そ

の
始
発
点
と
し
て
、
最
多
入
集
歌
人

の
和
泉
式
部
歌
を
め
ぐ
る
問
題
、
「恋
」

「雑
」
に
お
け
る
女
性
歌
と
詠
み
人
知
ら
ず
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思

う
。最

多
入
集
歌
人
の
和
泉
式
部
は
、
六
七
首
を
入
集
す
る
。
そ
の
巻
別
分
布
の
状

況
は
、
春
上
下
十
、
夏

一
、
秋
上
下
五
、
冬
二
、
覊
旅

一
、
哀
傷
五
、
恋

一
ー
四

三
、
雑

「
一
～
六
」
二
三
首
と
な

っ
て
お
り
、
人
事
的
要
素
の
濃

い
恋
、
雑
巻
に

集
中
し
て
い
る
こ
と
が
判
か
る
。
こ
の

『後
拾
遺
集
』
の
和
泉
式
部
歌
入
集
の
意

義
を
ど
こ
に
見
い
出
す
か
歌
風
の
問
題
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
大
き
な
課
題
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
改
め
て
そ
の
文
学
性
を
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
、
本
集
入
集
の
和
泉
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

六
七
首
の
和
泉
式
部
歌
の
う
ち
、
二
三
首
が

「題
し
ら
ず
」
歌
と
し
て
入
集
し

て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
二
十
首
が

「
百
首
歌
」
か
ら
収
録
し
て
い
る
。

四
季
歌
に
配
置
さ
れ
た
和
泉
式
部
歌
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「題
し
ら
ず
」
歌

で
、
意
表
を
衝
く
よ
う
な
新
奇
な
用
語
を
駆
使
し
、
和
泉
独
特
な
世
界
を
形
成
し

1
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て
ゆ
く
。
「春
霞
に
つ
や
お
そ
き
と
山
川
の
岩
間
を
く
ぐ
る
音
聞
ゆ
な
り
」

(春

上

・
13
)
の
歌
や
、
桜
の
歌
の
最
後
に
位
置
す
る
、
「庭
に
桜
の
お
ほ
く
散
り
て

侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
」
と
詞
書
さ
れ
た
、
「風
だ
に
も
吹
き
は
ら
は
ず
ば
庭
桜
散

る
と
も
春
の
ほ
ど
は
見
τ
ま
し
」
と
い
う
落
花
を
愛
惜
し
た
歌
な
ど
、
式
部
な
ら

で
は
の
非
常
に
異
彩
を
放

っ
た
詠
風
で
あ
る
。

ま
た
、
「岩

つ
つ
じ
折
り
も
て
ぞ
見
る
せ
こ
が
着
し
く
れ
な
ゐ
染
め
の
色
に
似

た
れ
ば
」
の
よ
う
な
、
妖
艶
な
、
絵
画
的
世
界
を
描
写
し
た
よ
う
な
詠
歌
も
見
ら

れ
る
。
夏
巻
頭
臨
の

「四
月

つ
い
た
ち

の
日
よ
め
る
」
と
詞
書
し
て
、
「桜
色
に

染
め
し
衣
を
ぬ
ぎ
か
へ
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
よ
り
ぞ
待

つ
」
と
い
う
和
泉
歌
は
、

初
夏
の
景
物

(更
衣
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
)
を

一
首
中
に
そ
つ
な
く
詠
み
込
み
、
夏

の
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
詠
風
で
あ
る
。

跏
あ
り
と
て
も
た
の
む
べ
き
か
は
世
の
中
を
し
ら
す
る
も
の
は
朝
が
ほ
の
花

(秋

上
)

の
よ
う
な
、
世
の
は
か
な
さ
を
諦
観
し
た
独
特
な
観
念
の
世
界
を
表
現
す
る
よ
う

な
歌
、
そ
し
て
秋
上
の
巻
尾
に
位
置
す
る
の
が
、
次
の
歌
、

山
里
に
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
に
、
物
お
も
ふ
こ
ろ
に
て
侍

り
け
れ
ば

謝
な
に
し
か
は
人
も
き
て
み
む
い
と
ど

し
く
物
お
も
ひ
ま
さ
る
秋
の
山
ざ
と

に
感
じ
ら
れ
る
和
泉
の
情
念
の
強
さ
、
あ
る
い
は

「業
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を

見
せ

つ
け
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
ま
た

一
方

で
は
、
「
さ
び
し
さ
に
烟
を
だ
に
も
た

た
じ
と
や
柴
を
り
く
ぶ
る
冬
の
山
ざ
と
」
(冬
謝
)
や
、
「
こ
り
つ
め
て
ま
き
の
炭

や
く
け
を
ぬ
る
み
大
原
山
の
雪
の
む

ら
ぎ
え
」
(冬
"
)
の
よ
う
な
、
や
わ
ら
か

な
抒
情
的
な
歌
も
見
ら
れ
る
。

以
上
の
、
六
七
首
の
う
ち
十
七
首

(お
よ
そ
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
)
が
四
季
歌
で

あ
る
。
こ
れ
に
続
く

「賀
」
、
「別
」
巻
に
は
、
和
泉
歌
は
入
集
せ
ず
、
巻
九

「羇

旅
」
鵬
に
、
詞
書
に

「和
泉
に
く
だ
り
侍
り
け
る
に
、
よ
る
都
鳥
の
ほ
の
か
に
鳴

き
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
」
と
あ
る

「
こ
と
と
は
ば
あ
り
の
ま
に
ま
に
都
鳥
み
や

こ
の
こ
と
を
我
に
き
か
せ
よ
」
の
在
原
業
平
歌

「名
に
し
負
は
ば
い
ざ

こ
と
と
は

む

都
鳥

わ

が

思

う
人

は
あ

り
や

な

し

な

と
L

(
『古

今

集

』

「
羇

旅
」
、

『
伊
勢

物

語

』

第

九

段

)
を
本

歌

と

し

た
歌

が

あ

る

。

和

泉

式

部

の

「哀

傷

」

歌

は
次

の
五

首

(
9

8

3

4

厂0

∩くり
ρnU
7

営ソー
冖Yo

rO
匚
」
に
U
貫J
FへU
)

で
あ

る

。

山

里

に

こ
も

り

ゐ

て
侍

り

け

る

に
、

人

を

と

か

く

す

る
が

見

え

侍

り

け

れ

ば

よ

め
る

珊
立

ち

の

ぼ

る
煙

に

つ
け

て
思

ふ

か

な

い

つ
ま

た

わ

れ

を
人

の

か
く

見

ん

小

式

部

内

侍

な
く

な

り

て
、

む
ま

こ

ど

も

の
侍

り

け

る
を

み

て
、

よ

み

侍

り

け

る

跚
と

ど

め

お

き

て
誰

を

あ

は
れ

と

思

う

ら

ん

子

は
ま

さ

る

ら

ん

子

は

ま

さ

り

け

り

敦

道

親

王

に

お

く

れ

て
よ

み

侍

り

け

る

詔
今

は

た

だ

よ

そ

の

こ

と

と
思

ひ
出

て
わ

す

る
ば

か

り

の
う

き

こ
と

も

が

な

お

な

じ

比

、

尼

に

な

ら

む
と

思

ひ

て
よ

み
侍

り

け

る

駟
捨

て

は

て
む

と

思

ふ

さ

へ
こ

そ

か

な

し
け

れ

君

に
馴

れ

に

し
我

身

と

お

も

へ
ば

十

二
月

の

つ
ご

も

り

の
夜

よ

み
侍

り
け

る

鵬

な

き
人

の
く

る
夜

と

き

け

ど

君

も

な

し

わ
が

住

む
宿

や

た
ま

な
き

の
里

跚

駟

粫

は
、

師

宮

挽

歌

と

い
わ

れ

る
歌

、

珊

は
、

小
式

部

の
死

を

い
た

ん

だ

哀

傷

歌

中

で
も

、
傑

作

中

の
傑

作

と

い
わ

れ

る
歌

で
あ

る

。

こ
れ

ら

の
哀

悼

歌

は

、

空
虚

な

「悲

し

み
」

が

、

和

泉

の
心
情

を
貫

ぬ

い

て
、

昂

揚

し

、

そ

れ
が

結

実

し

た

迫

力

あ

る
表

現

の
歌

に

な

っ
て

い
る

。

恋

歌

は
、

二

一
首

入

集

す

る

。

和

泉

の
代

表

的

な
作

と

し

て
著

名

な

、

「
黒

髪

の

み
だ

れ

も

し

ら
ず

う

ち

ふ

せ
ば

ま

つ

か

き

や

り

し
人

ぞ
恋

し

き
」

(
恋

三

襴

)
、

「
あ

ら
ざ

ら

ん

こ

の
世

の

ほ

か

の
思

ひ
で

に

い
ま

ひ

と

た

び

の
あ

ふ

こ
と

も

が

な
」

(
367

)
、

「
白

露

も

夢

も

こ

の
世

も

ま

ぼ

ろ

し

も

た

と

へ
て

い

は
ば

ひ

さ

し

か

り

け

り
」

(
恋

四

、
恋

部

巻

末

讎

)
な

ど

を

置

く
。

恋

歌

に

は
、

代

作

歌

の

「
お

ぼ

め

く

な
誰

と

も

な

く

て
よ

ひ

よ

ひ

に
夢

に
見

え

け

ん

我

そ

そ

の
人

」

(恋

一
㎝

)

や

、
修

辞

的

技

法

を

駆

使

し

た
遊

戯

的

な

一
面

の
見

ら

れ

る
歌

で
あ

る

「
お

き

な

が

ら

あ

か

し

つ
る

か

な
と

も

ね

せ

ぬ
鴨

の

う

は
毛

の
霜

な

ら

な

く

に
」

(
恋

二

硼

)
、

「
津

の
国

の

こ
や

と

も
人

を

い
ふ

べ
き

に

ひ
ま

こ

そ
な

け

れ

あ

し

の

や

へ
ぶ

き
」

(2)
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(
恋

二
硼

)

な

ど

が

あ

る

。

雑

部

(
一
～

六
巻

)

に

は

、

二
三

首

の
入
集

で
あ

る

か

ら
、

恋

歌

と

ほ

ぼ

同

数

と

い

う

こ
と

に

な

る
。

雑

巻

は
、

『
後

拾

遺

集
』

で

一
巻

増

え

て

お

り

、

そ

の
詠

歌

内

容

も

、

四

季

歌

と

は
異

な

っ
て
、

人

間

と
人

間

の

、
あ

る

い
は

人

間

と

社
会

の
関

係

に
お

け

る
生

活

の
底

辺

か

ら
生

ま

れ

る

も

の
、

ま

た
、

そ

の
よ

う

な

人

間

の
精

神

史

を

詠

う

た

め

、
雑

部

に
比

較

的

に
生

活
的

色

彩

の
濃

い
歌

を

集

め

ら

れ

て

お

り
、

そ
れ

だ

け

に

そ

の
時

代

の

風
潮

を

よ

り
反
映

し

て

い
る

こ
と

に
な

る

。

と

こ
ろ

で
、

そ

の
よ

う

な
雑

部

の
式

部

歌

は
、

ど

ん

な
歌

な

の

で
あ

ろ

う

か

。

人

間

の
底

流

に
あ

る

「
あ

は

れ
」

の
思

想

を

採

集

し

た

「雑

一
」

に

は
、

式

部

歌

は

入
集

し

な

い
。

最

初

の
雑

歌

(雑

二

脚

)

は
、

詞

書

に

「
男

の
夜

ふ

け

て
ま

で

き

て
侍

り

け

る

に
、

ね

た

り

と

聞

き

て
帰

り

に

け
れ

ば

、

つ
と

め

て

、

か

く
な

ん

あ

り

し

と

男

の

い

ひ
お

こ

せ

て
侍

り

け

る

返

事

に
」

と
詠

歌

事

情

を

記

し

た
、

ふ

し

に

け

り

さ

し
も

お

も

は

で
笛

竹

の

お

と
を

ぞ

せ
ま

し
夜

ふ

け

た

り

と
も

の
詠

、

掛

詞

、

縁

語

を

使

っ
て

の
恋

歌

的

な
雑

歌

で
あ

る
。

続

い

て
、

弸
も

、

「
宵

の
ほ

ど

ま

う

で

き

た

り
け

る

男

の
、

と

く
帰

り

に

け
れ

ば
」

と

詞
書

す

る

、

や

す

ら

は

で

た

つ
に

た

て

う

き

槇

の
戸

を

さ

し

も

お

も

は

ぬ
人

も

あ

り

け

り

(
雑

二
)

こ

の

ど

ち

ら

も

、

恋

に

分

類

し

て

も

良

さ

そ

う

な

歌

(
鵬

・
蜘

・
嬲

・
鰯

・

蝣

・
弸

・
鮒

・
刪

・
鰯

)
だ

が

、

一
種

独

特

な

「
を

か

し

み
」

が

感

じ
ら

れ

る
雑

歌

が
多

数

採

択

さ

れ

る

。

「
雑

三
」

「
雑

四
」

「
雑

五

」

に
入

集

す

る
歌

は

、
女

の

肉

体

的

な

性

を

詠

っ
た
歌

な
ど

、
自

己

を

客

体

化

し

た

、
和

泉

式

部

特

有

な

、

女

歌

に
見

ら

れ

る
伝

統

的
感

性

か

ら

か

け
離

れ

た

世

界

を
歌

っ
て

い
る
。

神

祗

歌

と

し

て

入
集

す

る

「
物

お

も

へ
ば

澤

の

ほ

た

る
も

我

身

よ

り

あ

く

が

れ

い
つ

る

た
ま

か

と

そ

見

る
」

(
4611

)

は

、
恋

を

失

っ
た

憂

悶

の
身

を

貴

船

明
神

の
前

に
運

び

、

鎮

魂

の
祈

願

を

込

め

た

こ

の
歌

と

、

そ

し

て
、

貴

船

明

神

が

男

の
声

で
応

じ

た

の

を
式

部

の
耳

に
と

ど

い
た

と

い
う
返

歌

を

付

し

て
載

せ

る

。

ま

た

、
誹

諧

歌

の
三

首

は

、
和

泉

の
緊

迫

し

た
心

情

(
6021

)

や

、
信

仰

の
投

影

を

、

文
芸

的

な
要

素

に

昇

華

さ

せ

た
歌

(
り
4
90

11
1⊥

2

0乙

-⊥
-⊥
)
を

入

集

す

る

。

和
泉
の
雑
歌
に
は
、
精
神
的
な
昂
揚
が
、
こ
と
ば
に
託
さ
れ
た
表
現
を
通
し
て
、

文
学
性
の
極
限
に
及
び
、
観
念
的
で
生
々
し
い
世
界

へ
と
導
く
誘
引
力
を
持

っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
女
流
歌
人
の
筆
頭
に
揚
げ
ら
れ
る
和
泉
式
部
歌
に
つ
い
て
、
そ

の
文
学
性
を
考
察
し
て
み
た
、
そ
の
結
果
、
次
の
三
点
が
、
式
部
歌
に
つ
い
て
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
、
『後
拾
遺
集
』

の
撰
者
は
、
和
泉
式
部
歌
を
非
常
に
注
目
し
、
意
図
的

に
入
集
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
う
え
、
彼
女

の
歌
を
、
巻
頭
、
巻
尾
、
あ
る
い
は
主

題
別
に
排
列
す
る
冒
頭
や
、
終
り
に
配
し
て
、
『後
拾
遺
集
』

の
文
学
性
を
あ
る

方
向
で
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
、
ま
た
、
和
泉
歌
の
三
分
の

一
を
占
め
る
歌

　こ

が
、
「題
し
ら
ず
」
歌
と
し
て
入
集
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
式
部
歌
が
詞
書

に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
優
れ
た
歌
で
、
単
独
で
文
学
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る

『後
拾
遺
集
』
の
歌
風
形
成
上
、

和
泉
式
部
歌
の
多
数
の
入
集
の
背
景
に
は
歌
本
来
の
持
つ
抒
情
性
を
問
い
直
す
過

渡
的
な
和
歌
表
現
の
模
索
、
そ
し
て
、
『後
拾
遺
集
』
に
あ
る
新
風
を
送
り
込
も

う
と
企
て
た
撰
者
通
俊
の
大
い
な
る
主
張
で
あ
っ
た
と
も
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

和
泉
式
部
歌
に
限

っ
て
、
そ
の
増
大
の
意
味
を
雑
駁
な
が
ら
触
れ
て
み
た
。

後
拾
遺
撰
者
は
、
環
境
的
に
は
恵
ま
れ
て
は
い
た
が
、
単
な
る
受
領
階
層
の

一

女
房
と
し
て
の
和
泉
式
部
に
、
多
大
な
待
遇
と
評
価
を
与
え
た
こ
と
に
な
り
、
そ

の
上
に

『後
拾
遺
集
』
で
、
多
く
の
女
流
歌
人
に
対
し
て
目
が
開
か
れ
た
こ
と
も

あ
わ
せ
て
、
勅
撰
史
上
意
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

二

三
代
集
の
入
集
歌
人
状
況
と
大
き
く
相
違
す
る
点
の

一
つ
に
、
前
述
し
た
女
性

歌
増
大
と
あ
わ
せ
て
、
詠
み
人
知
ら
ず
の
減
少
が
掲
示
さ
れ
る
。

三
代
集
の
そ
れ
ら
に
較
べ
て
、
六
十
首

(全
歌
数
の
五
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
)
と

い
う
極
端
な
数
の
減
少
は
、
歌
の
本
文
や
成
立
状
況
を
で
き
う
る
限
り
、
把
握
す

る
と
い
う
、
意
欲
的
な
撰
集
意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

(3)
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ま
た
、
同
時
に
そ
の
六
十
首
を
数
え

る
詠
み
人
知
ら
ず
歌
で
詞
書
内
容
、
詠
歌

内
容
か
ら
明
ら
か
に
女
性
歌
と
見
な
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
に

価
す
る
三
八
首
に
の
ぼ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
群
に
投
じ
ら
れ
た

女
性
歌
に
つ
い
て
、
二
、
三
私
見
を
述

べ
て
み
た
い
と
思
う
。

三
八
首
を
順
に
そ
の
歌
番
号
で
示
す
と
、
21
26
44
説
嫻
獅
硼
鵬
㎝
硼
硼
鰤
硼
鵬
刪

胼
㎜
刪
窩
捌
窺
窟
窟
㎜
刪
蹣
跚
跚
鵬
瓣
嬲
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
踊
㎜
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

『後
拾
遺
集
』
の
諸
伝
本
に
付
さ
れ
た
勘
物
か
ら
、
七
首

(26
44
謝
嫻
刪
鰯
㎜
)

　
ざ

に

女

性

の
実

作

者

名

を

記

し

て
お

り
、

い
ず

れ

も

、

身

分

的

に
、

「
下

賤

・
卑

陋

之

輩
」

の
者

で
あ

る
が

由

に
、

こ
う

し

た
無

名

歌

と

し

て
扱

わ

れ

た

こ
と

は
推

察

で
き

る

。

で
は

、

こ

の

三

八
首

を

内

容

の
面

か

ら
検

討

し

て
み

る

こ
と

に

し

よ

う
。

そ
れ

ら

の
歌

の
各

巻

に

お

け

る
分

布
状

況

は

、
春

3
、

冬

1
、

別

1

、
恋

一
3
、

恋

二

8
、
恋

三

5

、
恋

四

1
、

雑

一
3
、
雑

二

3
、

雑

三

2
、

雑

四

2

、
雑

五

2
、

雑

六

1

と

な

っ
て

お

り

、
詠

嘆

性

の
強

い
雑

部

に

そ

の
比

率

の
高

い
こ

と

が
明

確

で

あ

る

。

そ

の
う

ち

、

「
恋
」

に
分

布

す

る
女

性

の
詠

み
人

知

ら
ず

歌

は

、

そ

の
詞

書

に

示

さ

れ

る

詠
歌

事

情

等

か

ら
、

整

理

す

る

と

、
次

の
三

種

類

に

分

け

ら

れ

る
。

女

性

の
詠

み
人

知

ら
ず

歌

と

し

て
、
当

然

予
想

さ
れ

る

の
は

、
贈

答

歌

の
返

歌

の
場

合

で
、

三
例

(
4

0

4

00
匚」
2

ρhU
6

ワご
)
と

数

値

的

に

は
低

い
。

讎
は

、

道

命

法
師

か

ら

の
忍

ぶ
恋

の
贈

歌

(
336

)

に
対

し

て
、

軽

く

い
な

し

た

返

歌

、

㎝
、

秘

は

、

能
宣

朝

臣

か

ら

の
贈

歌

に
対

し

て

の
、

女

の
返

歌

で
あ

る

。

こ

の

鵬

の
詞

書

、

刪

の
上

句

に
異

同

が
見

ら

れ

(
『
能

宣

集
』

私

家

集

大

成

第

一

巻

m

・
57

)
、
原

資

料

が

問

題

に
な

っ
て

い
る
。

次

に
、

詞

書

中

に

相
手

の

男
性

名

を

記

し

た

歌

の
六
例

で
あ

る
。

順

に

歌
番

号

と

、

そ

の
男

性

名

を

掲

げ

る

と

、

左

大

将

朝

光

餅
、

大

弐
高

遠

鵬

、
道

済

餅
、

輔
親

刪

、

(
恋

二

)
、

清

家

窺

、

源

頼

綱

朝

臣

窟

(
恋

三

)

で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
の
歌
に
は
、
そ
の
詠
歌
事
情
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
女
性
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
は
、
詞
書
に
登
場
し
て
く
る
男
性
に
付
随
し
て
の

入
集
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
朝
光
、
高
遠
、
道
済
、
輔
親
、
清
家
、
頼
綱

ら
は
、
み
な
当
時
の
歌
界
で
の
和
歌
の
堪
能
者
で
、
注
目
さ
れ
る
人
物
ば
か
り
で
、

彼
ら
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
女
性
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
が
採
択
さ
れ
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
恋
三
の
窺
、
刪
は
、
相
手
に
次

の
よ
う
な
ま

っ
た
く
同
様
な
詠
歌
事
情

を
記
し
て
い
る
。

清
家
が
、
父
の
供
に
あ
は
の
国
に
く
だ
り
て
侍
り
け
る
時
、
か
の
国
の
女

に
物

い
ひ
わ
た
り
侍
り
け
り
、
父
、
津
の
国
に
な
り
、
う
つ
り
て
、
ま
か

り
の
ぼ
り
に
け
れ
ば
、
女
、
た
よ
り
に
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

窺
心
を
ば
生
田
の
森
に
か
く
れ
ど
も
恋
し
き
に
こ
そ
死
ぬ
べ
か
り
つ
れ

源
頼
綱
朝
臣
、
父
の
と
も
に
、
美
濃
の
国
に
く
だ
り
侍
り
け
る
時
、
か
の

国
の
女
に
あ
ひ
て
、
又
お
と
も
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
女
の
よ
め
る

刪
あ
さ
ま
し
や
見
し
は
夢
か
と
と
ふ
ほ
ど
に
お
ど
ろ
か
ず
に
も
な
り
ぬ
べ
き
か
な

こ
の
両
歌
と
も
、
詠
歌
内
容
は
、
満
さ
れ
な
い
恋
の
嘆
き
を
訴
え
る
歌
だ
が
、

二
首

つ
づ
け
て
排
列
せ
ず
、
間
に
律
師
慶
意
の

「
た
の
め
た
る
わ
ら
は
の
、
久
し

く
見
え
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
」
と
詞
書
さ
れ
た
、

た
の
め
し
を
待

つ
に
日
数
の
過
ぎ
ぬ
れ
ば
玉
の
緒
よ
わ
み
た
え
ぬ
で
き
か
な

を
置
く
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
配
列
法
を
と

っ
た
の
か
は
疑
問
だ
が
、
こ
う
し

た
恋

「部
」
に
登
場
す
る
女
性
の

「詠
み
人
知
ら
ず
」
歌
は
、
男
性
の
歌
に
従
属

し
て
伝
え
ら
れ
た

『後
撰
集
』
に
多
く
見
ら
れ
る
贈
答
歌
的
な
要
素
か
ら
逸
脱
し

て
お
り
、
詞
書
が
、
詳
細
に
詠
歌
事
情
を
叙
述
し
、
そ
の
歌
も
、
修
辞
的
な
技
巧

を
重
ね
、
切
な
る
恋
心
を
み
ご
と
に
表
現
す
る
単
独
歌
が
多
く
を
占
め
る
。
こ
の

よ
う
な
、
歌
を
詠
出
し
た
女
性
歌
人
等
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
か
。
窺

の
詞
書
に
記
さ
れ
た
清
家
の
父
、
範
永
は
和
歌
六
人
党
の

一
員
と
し
て
活
躍
し
て

お
り
、
そ
の
関
係
で
の
女
性
歌
人
の

一
人
で
あ

っ
た
か
、
又
、
刪
歌
も
、
多
田
歌

人
と
号
し
、
和
歌
の
堪
能
者
で
も
あ
る
頼
綱
の
周
辺
に
位
置
す
る
女
性
で
あ

っ
た

(4)



『後拾遺集』女流 歌人増大の意味す るもの

か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に

「恋
部
」
に
投
じ
ら
れ
た
女
性
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
は
、
前
勅

撰
集
に
多
く
見
ら
れ
る
男
女
間
の
贈
答
歌
の

一
方
と
い
う
、
男
性
の
贈
歌
に
随
伴

し
て
生
ま
れ
た
歌
で
は
な
く
、
歌
自
体
が
、
何
ら
か
の
事
情
や
、
対
人
関
係
を
に

お
わ
せ
た
、
あ
る

一
つ
の
規
制
す
る
意
図
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
、
本
集
の
そ
の

一
つ
の
顕
著
な
特
性
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

次
に
、
雑
部
の
女
性
歌
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
雑

(
一
～
六
)
六
巻
の

女
性
歌
を
、
記
名
歌
人
と
女
性
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
に
分
け
て
そ
の
数
値
を
示
す

と
、
次
の
表
の
如
く
に
な
る
。

よ
み
人
し
ら
ず

女

性

3 31 笙

3 43
雑
二

2 24
雑
三

3 is
雑
四

2 21
雑
五

2 3
雑
六

2 11

3 7

こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
雑
部
に
、
女
性
歌
と
詠
み
人
知
ら
ず
歌
の

分
布
比
率
が
高
い
現
象
は
、
何
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
雑
部
の
中
で
も
特

に

「雑
二
」
に
そ
の
現
象

(全
歌
数
六
八
首
中
三
十
六
首

(五
三
パ
ー
セ
ン
ト
)

が
女
性
歌
)
が
顕
れ
る
の
は
、
そ
の
主
題
で
あ
る
男
女
間
が
か
れ
が
れ
に
な
っ
た

嘆
き
や
、
恋
の
恨
み
の
歌
を
集
め
た
特
殊
な
色
調
を
有
す
る
巻

で
あ
り
、
お
の
ず

と
詠
嘆
性
の
濃
い
歌
を
採
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
と
符
号
す
る
。

順
に
雑
部
の
女
性
歌
の
内
容
を
考
え
る
と
、
「雑

一
」
に
入
集
す
る
女
性
歌
は
、

雑
歌
的
範
疇
と
も
恋
歌
的
範
疇
と
も
明
確
に
判
別
し
に
く
い
も
の

(
跚
や
跚
な

ど
)
や
、
浄
土
思
想
を
に
お
わ
す
よ
う
な
跚

(雑

一
、
中
原
長
国
妻
)
歌
、
哀
傷

的
な
色
調
を
有
し
た
歌

(
躙
周
防
内
侍

、
跚
小
大
君
、
蹴
道
綱
母
等
)、
な
ど
で

あ
る
。
「雑
二
」
は
、
前
述
の
如
き
男
女
間
の
、
恋
の
恨
み
、
「雑
三
」
は
、
司
召

に
関
す
る
歌
な
ど
、
か
な
り
そ
の
内
容
も
広
範
囲
に
渡

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
雑
部
の
女
性
歌
は
、
人
間
心
理
の
震
幅
や
変
化
の
相
貌
を
最
も

如
実
に
表
現
し
た
巻
で
あ
り
、
そ
こ
に
採
択
し
た
女
性
歌
人
の
撰
定
に
も
撰
者
は
、

名
も
無
き
女
性
の
歌

(㎜
)
や
、
遊
女
宮
木
の
釈
教
歌

(券
末
贈
、
雑
六
)
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
、
勅
撰
集
と
い
う
規
範
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
歌

へ
の
純
粋
な
評
価

を
試
み
た
姿
勢
と
と
ら
え
て
良

い
。
こ
う
し
た
面
で
は
、
『後
拾
遺
集
』
の
女
流

歌
人
を
、
意
図
的
に
部
立
に
配
列
さ
せ
た
意
義
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

三

以
上
の
よ
う
に

『後
拾
遺
集
』
の
女
流
歌
人
増
大
の
現
象
を
、
和
泉
式
部
の
詠

歌
の
周
辺
か
ら
と
、
女
流
の
詠
み
人
知
ら
ず
歌
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
。

『拾
遺
集
』
前
後
に
、
散
文
文
学
の
最
盛
を
む
か
え
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
し

に
、
和
歌
史
の
う
え
に
も
転
換
の
様
相
が
顕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代

背
景
に
、
平
安
朝
の
女
性
達
が
、
宮
仕
え
と
い
う
公
的
な
場
を
持
ち
、
き
わ
め
て

主
情
的
な
生
活
基
盤
の
中
で
生
き
る
情
感
的
、
内
省
的
生
活
の
実
践
者

で
あ
っ
た

こ
と
は
、
『後
拾
遺
集
』

に
入
集
す
る
多
く
の
女
流
歌
人
に
と

っ
て
不
可
欠
な
要

因
で
は
な
い
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
生
活
の
様
式
や
、
受
領
層
階
級
の
子
女
達

で
あ
る
女
流
歌
人
と
い
う
身
分
的
な
問
題
で
は
な
く
、
生
活
意
識
の
根
底
が
、
感

情
に
根
ざ
す
の
か
、
あ
る
い
は
理
知
に
基
づ
い
て
く
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
『後
拾
遺
集
』

の
多
く
の
女
性
歌
に
、
語
ら
れ
て
お
り
、
情
感
豊
か

な
、
繊
細
な
技
法
を
用
い
た
歌
や
、
小
弁
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

一
種
独
特
な
お

も
し
ろ
さ
を
持
ち
、
そ
の
発
想
や
表
現
、
用
語
に
新
鋭
な
閃
き
を
感
じ
さ
せ
る
機

智
的
な
歌
な
ど
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

情
感
的
な
女
歌
特
有
な
詠
歌
は
、
後
の

『千
載
集
』
に
述
べ
ら
れ
る
詩
本
来
の

有
す
る
抒
情
性
を
主
と
す
る
編
纂
方
針
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く

一
つ
の
新
し
い
試
み

と
と
ら
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
機
智
的
な
女
性
歌
は
、
自
己
と
詠
歌
対
象
を
隔

絶
し
た
所
に
、
和
歌
の
新
し
い
志
向
性
が
見
ら
れ
る
。
平
安
和
歌
の
屈
折
点
を
、

新
し
い
和
歌
の
あ
り
方
を
誘
引
し
て
い
っ
た
和
歌
六
人
党
の
活
躍
な
ど
と
も
あ
わ

せ
て
、
こ
う
し
た
女
性
歌
は
模
索
す
る
勅
撰
集
に
ふ
さ
わ
し
く
、
あ
る
文
学
性
を

(5)
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意

味

し

て

い
る

と

も
受

け
取

れ

る

の

で
あ

る

。
和

歌

史

の
流

れ

の
中

か

ら

見

る

と
、

歌

が

し
だ

い

に
技

巧

的

な
要

素

が

強

く

な

っ
て

、
類

型

的

で
平

板

な

も

の

が
生

み

出

さ

れ

つ

つ
あ

る
歌

界

に

、

こ

の
よ

う

な

人

間

の
本

質

的

な
抒

情

詩

と

し

て
和

歌

の
あ

り
方

に
帰

着

す

べ
き
だ

と

い
う

反

省

が

起

き

て

く

る
も

の

で
あ

る

。

な
ぜ

『
後

拾

遺
集

』

は
女

流

歌

人

の
詠

歌

を

多

く
撰

入

し

た

の
か

と

い
う

疑

問

と

、
雑

歌

に
女

流
歌

人

詠

が
多

い
と

い
う

現

象

に

も

、
何

ら

か

の
意

図

す

る

も

の

が
あ

る

の

で
は

な

い
か

。
歌

本

来

の
持

つ
本

質

を

も

う

一
度

、

見

直

そ

う

と

し

た

こ

と

、

つ
ま

り
詩

本

来

の
抒

情

の
姿

を

確

認

し

よ

う

と

し

た

こ
と

は

、

古

代

和

歌

の
衰

退

と

い
う

過

渡

期

に
当

っ
て
心

な

ら
ず

も

試

み

た
撰

者

の
意

図

と

み

る

こ
と

が

で

き

る

の

で

は
な

か

ろ

う

か

。

そ

し

て

こ

こ
に

人

間

の
個

と

し

て

の
意

識

が

形

成

さ

れ

る
中

世

和

歌

へ
の
萌

芽

が
始

ま

っ
た

の
だ

と
考

え

て
も

よ

さ

そ
う

で
あ

る

。
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