
『
後
拾
遺
集
』
一
首
所
収
歌
人
詠
を
め
ぐ

っ
て

実

川

恵

子

俊
成

は
、
彼

の
歌
論
書

で
あ
る

『
古

来
風
體
抄

』
の
中

で

『
後
拾
遺
集
』

の

歌
風
を

「
ひ
と

へ
に
を
か
し
き
風
躰
」

と
呼
ぶ
。

こ

の

「
を
か
し
き
風
躰
」
と

は
、

一
途

に
新
奇
、
破
格
な
着
想
、
表
現
を
ね
ら
う
歌

風
と
し
て
と
ら

、兄
得

る

こ
と
が

で
き

る
。

そ
れ
は
撰
者

で
あ

る
通
俊
が
、
和
泉
式
部
や
曽

禰
好
忠
等

の
歌

を
優

遇
し
た

り
、

ま
た
年

少
者

や
歌
歴

の
経
験

の
少
な

い
当
代

の
新
人
を
起
用
し
た

の
は
、

稚

拙
な
も

の
、
唐
突

な
も
の
を
か
な

り
寛
容

に
受
け
と

め
て
い
た
た

こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。

確
か

に
彼
等

の
歌

は
、
格
調

の
高

さ
や
歌
柄

の
大
き
さ

の
点
、

つ

ま
り

「
た
け
」

の
不
足
す
る
歌
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ

は

エ
ネ

ル
ギ

ッ

シ

ュ
な
若
さ
と
未
熟
な
美

と
、

可
能

性
を

『
後
拾
遺
集
』

に
与
・兄
た
こ
と
に
な

る

の
で
あ

る
。

こ
の

「
を
か
し
き
風
躰
」
は
か
な
り
酷

評
さ
れ
た
が
、
和
歌
史

の
流
れ

か
ら
見
れ
ぽ
実
は
そ
れ

は
、

和
歌

の
文

芸
性

の
増
大

と

い
う
こ
と
を
意

味

す
る
も

の
と
も

い
え

る
。
歌
が
し
だ

い
に
技
巧
的
な
要
素
を
増

し
て
ゆ
き
、

類
型

的
で
平
板

な
歌
が
生

み
出
さ
れ

つ
つ
あ

る
歌
界

に
こ
の
よ
う
な
新
風
を
送

り
こ
ん
だ

の
が

『
後
拾
遺
集
』

と
い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
。

歌
風
に

つ
い
て
言

及
す

る
際
、
ど
う

し
て
も
入
集
歌

の
多

い
歌
人

に
注
目
し

が
ち
だ
が
、

三
二
〇
余
人
と

い
う
歌
人

中
の
お
よ
そ
半

数
が

一
首

の
み
を
入
集

す

る
歌
人
(
以
後

、

一
首
歌
人

と
呼
ぶ
。
)
で
あ
る
と

い
う
現
象

に
も
注

目
し
な

く

て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。

こ
の
現
象

は
撰
者

の
撰
集
態
度
が
歌
人

の
名
声
だ

け

で
左
右
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
純
粋

に
秀
歌
を
求

め
よ
う
と

し
た
姿
勢

の
現
れ

と
と
ら

え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ

の

つ
も
り

で
読

ん
で
見

る
と
案
外
、

『
後
拾
遺

集

』
歌
風
形
成

の

一
端

を
担
う
部
分
が

そ
の
辺
に
も
隠

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
思

え
て
く
る
。
以
下

に
掲
げ

る

『
後
拾
遺
集

』

の

一
首
歌
人

の
数
首

は
、
前
述

し

た
俊
成

の
和
歌
史
観

に
も
と
ず

い
て
考

え
た
と
き
、
他

の
詠
歌
と
な
ん
ら
か

の

区
別
が
生
じ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
印
象

を
持

っ
た
歌
で
あ
る
。

「
秋
上
」
獅

に

「
題

し
ら
ず
、
詠
み
人

し
ら
ず
」
と
し
て
収

め
ら
れ

て
い
る
、

秋
も
あ
き

こ
よ
ひ
も

こ
よ
ひ
月
も
月

と
こ
ろ
も
と
こ
ろ
み
る
き

み
も
き

み

の
歌

は
、
左
註

に

「
或
人
云
、
賀
陽
院

に
て
八
月
十

五
夜
月

お
も
し
ろ
く
侍

り

け
る
に
、
宇
治
前
太
政
大
臣
哥

よ
め
と
侍

り
け
れ
ば
光
源
法
師

よ
み
侍

り
け
る

と

い

へ
り
」
と
あ

っ
て
、
光

源
法

師

の
詠
歌

と

い
う
こ
と
に
な
る
。

光
源
法
師

は
、
長
元

(
一
〇
二
八
～

一
三
〇
六
)
頃

の
比
叡
山

の
僧
侶

で
、

こ
の
歌
は
左

註

の
示
す

よ
う
な
社
交
儀
礼

の
見
本

の
よ
う
な
歌

で
あ
り
、
ま
た
覚
・兄
や
す

い
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リ
ズ

ム
が
、
伝
承
と

い
う
形

を
と

っ
て

の
入
集

と

い
う
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ

ろ

う

か
。

「
秋
上
」

の
月

の
部
を
、

こ
の
歌

で
締

め
括

っ
て
お
り
、
撰
者

の
庶
幾

す
る

「
を
か
し
」

の
風
躰
を
実

に
平

易

に
さ
ら
り
と
詠

い
出
し
た

一
首
だ

と
い

え

よ
う
。

ま
た
、
桜
を
詠
じ
た
次

の
二
首

(
「春

上
」
84

・
86
)、

一
条
院

の
御
時

、
殿
上

の
人

人
花

見
に
ま
か
り
て
女

の
も

と
に

つ
か
は

し
け
る

源
雅
通
朝
臣

を
ら
ば
を
し
を
ら

で
は

い
か
が
山
桜
け
ふ
を
す
ぐ

さ
ず
君

に
見
す

べ
き

後
冷
泉
院

の
御
時
、

上

の
を

の
こ
ど
も
花
見

に
ま
か
り
て
、
歌
な
ど

よ

み

て
高
倉

の

一
宮

の
御

方
に
も
ま
ゐ
り
て
侍

り
け
る
に

一
宮
駿
河

お
も
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
桜
花
た
つ
ぬ
る
人

に
お
く
れ

や
は
す

る

の
両
歌

は
、
経
信

の

『
難
後
拾
遺
』

に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
雅
通
歌

に

「
本
歌

の

心
は
、

此
花

を
折

り
て
君
に
見

せ
ん
と
思

ふ
に
、
花
を
折
ら

む
は
を

し
、

い
か

が

せ
ん
と
な
り
。

さ
ら
ぽ
そ

の
志

の
ほ
ど
を

こ
そ

い
は
め
、
た
だ
花
を

の
み
惜

し
み
た
る
は
い
か
が
あ

る
べ
か
ら

ん
」
と
あ
り
、
山
桜

の

一
枝

に
志

を
添
え
て

詠

む
べ
き
だ

と
非
難
す

る
。
美

し
い
山
桜
を
眼
前

に
し

て
、
折
り
取
る

こ
と
を

た
め
ら

っ
て
い
る
と
い
う
、
常
套
的
手
法

か
ら
逸
脱
し
た

「
を
か
し
」
が
撰
者

の
理

に
か
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

次

の
,一
宮
駿
河

の
詠
歌
は
、

「
人

に
お
く
れ
」

の
句
が

忌
言
葉

で
あ

る
の
を

指
摘
し

て

「
歌

の
心

は
い
は
れ
た
れ
ど
も
、
人

に
遅
る
る
と
い
う

こ
と
は
い
ま

い
ま
し
き

こ
と
と
思

い
な
ら
は
し
た
れ
ば
、

い
と
、

は
れ

に
い
だ
さ

ん
歌

に
は

い
か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
」

と
難

じ
て

い
る
。

こ
の
辺

の
と
こ
ろ
に
も
通
俊

の
和

歌

表
現

の
伝
統

を
離

脱
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

こ
め
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
も
看

取
さ
れ
、
経
信

と
通
俊

の
和
歌
通
念

の
相
違
も
ま
ざ

ま
ざ

と
感
じ

さ

せ

て

い

る
よ
う
だ
。

見
蓄

殿
.桜
を

い
う
事
を

高
岳
頼
言

見

る
か
ら

に
花

の
名
だ

て
の
身

な
れ
ど
も
心

は
雲

の
う

へ
ま

で
ぞ
ゆ
く

(春

下
94
)

こ
の
歌

の
作
者

で
あ

る
高
岳
頼
言
は
、
長
久
三
年

(
一
〇
四
二
)
頃

に
生
存

し
、
父
を
飛
騨
守
従
五
位
下
高
岳

相
如
と
す
る
。

四
字

の
結
題

を
詠

じ
た
題
詠

歌

で
あ
る
が
、
切
実
な
体

験

の
歌
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
花

の
名

だ
て

の
身
」
と
我
が
身
を
卑
下
し

つ
つ
も
、

そ
こ
に
は

「
心
は
雲

の
上

ま

で

ぞ

ゆ

く
」
と

い

っ
た
、

い
さ
さ
か

の
悲
哀
感

も
漂
う

こ
と
の
な
い
精
神

の
表
白
が
あ

る
。
自

己

の
切

実
な
希
求

を
高
調

さ
せ
た
、
独
特

の
詠

み
ぶ
り
を
感

じ
さ
せ
て

い
る
よ
う
だ
。

次

に
あ
げ
る

の
は
、
僧
侶

の
恋
歌

で
あ

る
。

こ
の

一
～
四
巻

に
収

め
ら
れ
た

恋
歌

の
な
か
に
僧
侶

の

一
首
歌
人
詠
が
多

い
現
象
を
注
目

し
た
い
。
ち
な
み

に

恋

部
に
撰

入
さ
れ
て
い
る
僧
侶

に
は
、
道
命
七
首
を
筆
頭

に
、
能
因
、
永
源
が

三
首
、
続

い
て
叡
覚
、
増
基

二
首

で
、
実
源
、
永
成
、
良
暹
、
恵

慶
、
静
円
、

慶
意
、

遍
救
、
慶
暹

は
と
も

に

一
首

で
あ

る
。

こ
の
う
ち
、
律
師
慶
意
、
僧
都

遍
救
、
前
律
師
慶
暹

の
三
僧

の
詠
出
し
た
歌

の
い
ず

れ
も
が
、
稚
児

へ
の
愛

を

詠

っ
て
い
る
。
順

(
90

1

90

90
●
4

●
4

7

7

ワー
)
に
記
す
と
、

た

の
め
た
る
わ
ら
は

の
、

久
し
う
見
え
侍

り
け
る

律
師
慶
意

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
べ
き

か
な

お
も
ひ
け
る
わ
ら
は

の
、

三
井
寺

に
ま
か
り

て
、
久

し
く
音
も

し
侍
ら

ざ
り
け
れ
ば
よ
み
侍

り
け
る

僧
都
遍
救

あ
ふ
さ
か
の
関

の
清
水

や
に
ご

る
ら

ん
入
り

に
し
人

の
影
も
見
え

ぬ
は

か
た
ら
ひ
侍

り
け
る
童

の
、

こ
と
人

に
思

い

つ
き
け
れ
ば
、
久
し
う
音

も

せ
で
侍
り
け

る
に
、
さ
す
が

に
お
ぼ
え
け
れ
ぽ
、

よ
み

て

つ
か
は
し

け

る

前
律
師
慶
暹
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よ
そ
人

に
な
り
は
て
ぬ
と
や
思

ふ
ら

む
う
ら

む
る
か
ら

に
わ
す
れ
や

は
す

る

慶
意

は
、

延
暦
寺

の
学
僧

で
、
藤
原
章
輔

の
子
と
し
て
、
円
城
寺

で
座
主
慶

円

に
つ
い
て
剃
髪
し
、
長
円
僧
都

の
法
嗣
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
治
暦

二
年

、(
一
〇

六
六
)
十

二
月
宮
中
で

『
最
勝
王
経
』
を
講

じ
、
権
律

師
に
叙

せ
ら
れ

た
。

ま
た
、
遍
救
も
延
暦
寺

の
学
僧
、
正

二
位
左
大
臣
藤
原
仲
平

の
男

で
覚

運

に
師
事

し
、
初

の
比
叡
山
静
慮
院

に
住

み
、
後

に
北
山
曼
珠
院

に
移
り
、
天
台

數

を
宣
布

し
て
い
る
。
大
僧
都

に
至

っ
た
高
僧

で
あ

る
。

こ

の
よ
う
に
戒
律

の
き
び
し
い
僧
侶

の
身

の
上

で
あ

り
な
が
ら
、
童
を
思
う

愛

を
詠

う

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変

則
的
な
愛

は
現
実

に
あ

っ
た
.」
と

は
別

に

し
て
も
、

こ
こ
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
詞
書

に
そ

の
詳
細

を
叙
述

し
て

「
恋

三
」

の
中
ほ
ど

に
排
列
し
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
撰

老
通

俊
は
、

こ
の
よ
う
な
歌

を
入
集
す

る
の
に
際

し
て
、
前
勅
撰
集
中

に
見
ら
れ
な
い
特
殊

な
歌

と
し
て
、

こ
の
僧
侶

の
恋
歌

の
認
定
を
ど

の
程
度
意
識
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま

た
、
慶
意
、
遍
救

は
こ
の
歌

一
首

の
み

の
撰

入
で
あ
る

こ
と
も
興
味
深

い

点

で
あ

る
。

『
後
拾
遺
集
』

の
僧
侶
歌
人
増
加

に
つ
い
て
は
既

に
注

目
さ
れ
て

い
る
事
実
だ
が
、
中
世
和
歌
史

へ
の
転
換
期

に
符
合

し
て
特

に
雑

部
の
僧
侶
詠

の
ご

と
き
、
憂
愁
無
常

の
色
調
を
濃
く
す

る
傾
向

の
具
現
と
し
て
僧

侶
の
登
場

を
あ
げ

る
の
が
、

一
般
的
な
見
解

で
あ

る
が
、

一
方
で
は
、
道

命
法

師
の
よ
う

な
自
由
な
恋
愛

に
あ
け
く
れ

た
僧
侶
も
お
り
、
僧
侶

の
詠
歌
も
非
常

に
多
彩

で

あ

る
。
僧
侶

の
恋
歌

に
も
何
ら

か
の
文
学
的
な
主
張
が
内
包
さ
れ
て

い
る
よ
う

に
も
思
え

る
の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

一
首
歌
人

の
撰
入

は
、

『
後
拾
遺
集
』

の
所
収
歌
人

の
多
彩
さ
、

つ
ま
り
豊
富

な
撰
歌
材
料

の
な

か
に
あ

っ
て
、
撰
者

の
好
尚

に
適
応
し
た
歌
と

し
て
登
場
し
、
歌
本
来
の
伝
統
窺

範
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
文
学

性
が
語
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
る
。

,
,

発
想

や
題
材
、
表
現

に
関

し
て
も
古
今
集
的
な
美

へ
の

一
つ
の
挑
戦

が
な
さ

れ
、
中
世
和
歌

へ
の

一
つ
の
新

し
い
歌

の
屈
折
点
と
し

て
も
ま
た
新

し
い
価
値

体

系
か
ら
と
ら
え
直

さ
れ
た
和
歌

的
拡
が
り
を
求

め
た
も

の
と

と
ら
、兄
る
こ
と

も
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

ま

た
、
恋

の
僧
侶
詠

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
通
俊

は
宮
廷
詩

と
し
て
の
規
制
を

で
き

る
だ
け
し
り
ぞ
け
、
自

己

の
思

い
を
切
実

に
表
現

し
た
歌

を
意
図
的

に
収

集
す

る
と

い
う
方
針

で
、
『
後
拾
遺
集

』
の
撰
集

に
臨

ん
だ
も
の
と
思

わ
れ

る
。

僧
侶
詠

の
増
加

は
こ
う

し
た
意
味
と
合
致

し
て
お
り
、

そ
の
撰

入

ル
ー
ト
に

は
、

い
さ
さ
か
の
疑
問
が
残

る
が
、
多
く

の

一
首
歌
人

の
台
頭

を
も

っ
て

『
後

拾
遺
集

』
の

「
ひ
と

へ
に
を

か
し
き
風
躰
」
と

い
う
歌
風
形

成

の

一
端

を
に
な

っ
た
と
も
言
え

る
。

ま
た
、
作
歌

に
多
様
な
試

み
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
和
歌

主
体
が
変
化

の
時
期

に
さ

し
か
か

っ
た

か
ら

で
あ
り
、
転
換
期

の

諸
相

の

一
つ
が
、

こ
こ
に
表

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

一
首
歌
人
詠

の
あ
る

一
面

の
み
を
と
ら

え
る
ご
と
で
終

始

し

た

が
、
他

に

も
・
例
え
ば
歌
合
歌
で

「負

」
と
な

っ
た
歌

を
撰

入
さ
せ
る
な
ど
、

一
首
歌
人

に
何
ら

か
の
文

学
性
を
示
す

一
つ
の
手

段
と
し
て
の
役
割

を
に
な
わ

せ
て
い
る

こ
と
を
考
え

て
も

よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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