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一　

は
じ
め
に　

　
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
題
し
ら
ず
」
歌
を
そ
の
ま

ま
利
用
し
た
り
一
部
書
き
か
え
た
り
し
て
、
全
く
関
係
の
な
い
ス
ト
ー

リ
ー
を
つ
け
た
段
が
二
十
余
り
存
在
す
る
。
第
五
十
八
段
も
、
そ
の
よ
う

な
章
段
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
段
は
、
地
の
文
に
お
い
て
「
昔
男
」
が
唯

一
「
色
好
み
」
だ
と
形
容
さ
れ
る
点（

（
（

で
目
を
引
く
の
だ
が
、
内
容
も
か
な

り
特
殊
な
段
で
あ
る
。

　
　

 　

む
か
し
、
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
家
つ
く

り
て
を
り
け
り
。
そ
こ
の
と
な
り
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な

き
女
ど
も
の
、
ゐ
な
か
な
り
け
れ
ば
、
田
刈
ら
む
と
て
、
こ
の
男
の

あ
る
を
見
て
、「
い
み
じ
の
す
き
物
の
し
わ
ざ
や
」
と
て
、
集
り
て

入
り
来
け
れ
ば
、
こ
の
男
、
逃
げ
て
奥
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
女
、

　
　
　
　

 

荒
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
世
の
宿
な
れ
や
す
み
け
む
人
の
訪
れ

も
せ
ぬ

　
　

と
い
ひ
て
、
こ
の
宮
に
集
り
来
ゐ
て
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の
男
、

　
　
　
　

 

む
ぐ
ら
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼
の
す

だ
く
な
り
け
り

　
　

 

と
て
な
む
い
だ
し
た
り
け
る
。
こ
の
女
ど
も
、「
穂
ひ
ろ
は
む
」
と

い
ひ
け
れ
ば
、

　
　
　
　

 

う
ち
わ
び
て
お
ち
穂
ひ
ろ
ふ
と
聞
か
ま
せ
ば
わ
れ
も
田
づ
ら
に

ゆ
か
ま
し
も
の
を

（
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
』
小
学
館　

一
九
九
四
年
一
二
月
に
よ
る
）

　

一
首
目
の「
荒
れ
に
け
り
」歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・

九
八
四
番
に
、
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
と
し
て
入
集
す
る
。
本
段
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
で
は
不
特
定
だ
っ
た
場
所
を
旧
都
「
長
岡
」
に
設
定
し
、

『
伊
勢
物
語
』
第
五
十
八
段
の
一
端

―
農
作
業
歌
と
「
す
だ
く
」
の
視
点
か
ら
―

橋
　
本
　
美
　
香
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「
昔
男
」の
田
舎
暮
ら
し
を
描
い
て
み
せ
た
。こ
の
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』

に
あ
る
有
名
な
歌
に
新
解
釈
や
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
を
加
え
、
読
者
が
驚
く

よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
い
う
意
図
が
、『
伊
勢
物
語
』

に
は
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
今
回
は
こ
の
第
五
十
八
段
を
二
つ
の
視
点
か

ら
考
え
て
み
た
い
。

二　

農
作
業
を
題
材
と
し
た
和
歌

　

本
段
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
稲
刈
り
を
め
ぐ
っ
て
の
や
り
取

り
で
あ
る
。
稲
刈
り
が
登
場
す
る
理
由
と
し
て
、
長
岡
が
田
舎
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
一
番
の
田
舎
と

い
え
ば
、
陸
奥
国
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
十
四
段
は
女
性
の
歌
に
万

葉
歌
を
利
用
し
て
、時
代
遅
れ
の
印
象
を
与
え
た
う
え
で
、語
り
手
に
「
う

た
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
」
と
言
わ
せ
て
い
る
が
、
語
ら
れ
る
内
容
は

あ
く
ま
で
も
恋
愛
で
あ
る
。
第
十
四
段
で
は
田
舎
の
女
性
と
の
や
り
取
り

を
描
こ
う
と
い
う
試
み
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
田
舎
の
風
景
は
関
係
な

い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
都
か
ら
遙
か
遠
く
離
れ
た
地
で

あ
っ
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
農
村
風
景
が
、
旧
都
「
長
岡
」
の

地
で
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　

ま
ず
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
（
散
文
）
の
中
で
、
田
植
え
や
稲
刈
り

が
描
か
れ
た
場
面
を
拾
っ
て
み
る（
以
下
の
本
文
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
よ
り
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、「
あ
ま
た
若
苗
の
生
ひ
た
り
し
を
取
り
集
め
さ
せ

て
、
屋
の
軒
に
あ
て
て
植
ゑ
さ
せ
し
が
、
い
と
を
か
し
う
は
ら
み
て
、
水

ま
か
せ
な
ど
せ
さ
せ
し
か
ど
」（
中
巻
・
天
禄
元
年
六
月
）・「
東
の
門
の

前
な
る
田
ど
も
刈
り
て
、
結
ひ
わ
た
し
て
か
け
た
り
。（
中
略
）
焼
米
せ

さ
せ
な
ど
す
る
わ
ざ
に
、
お
り
立
ち
て
あ
り
」（
下
巻
・
天
延
元
年
九
月
）・

「
門
の
早
稲
田
も
い
ま
だ
刈
り
集
め
ず
、
た
ま
さ
か
な
る
雨
間
に
は
焼
米

ば
か
り
ぞ
わ
ず
か
に
し
た
る
」（
下
巻
・
天
延
二
年
八
月
）
の
三
場
面
が

あ
る
。
道
綱
母
自
身
が
指
図
し
て
早
苗
を
植
え
さ
せ
た
り
、
稲
刈
り
を
さ

せ
た
り
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
道
綱
母
も
焼
米
作
り
を
し
た

よ
う
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
は
、「
秋
に
な
り
ゆ
け
ば
、
空
の
け
し
き
も
あ

は
れ
な
る
を
、
門
田
の
稲
刈
る
と
て
」
と
あ
る
。
若
い
女
た
ち
が
稲
刈
り

を
す
る
の
を
見
て
、
浮
舟
が
東
国
に
い
た
頃
を
思
い
出
す
場
面
で
あ
る
。

物
思
い
に
ふ
け
る
浮
舟
と
、
田
夫
の
ま
ね
ご
と
に
興
じ
る
若
い
女
た
ち
を

対
照
的
に
描
き
、
浮
舟
の
生
い
立
ち
が
絡
ん
で
、
田
園
風
景
が
回
想
場
面

へ
と
切
り
替
わ
る
ス
イ
ッ
チ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
枕
草
子
』
に
は
、
第
二
一
〇
段
（
賀
茂
へ
詣
る
道
に
）
に
田

植
え
の
様
子
が
、
続
く
第
二
一
一
段
（
八
月
つ
ご
も
り
、
太
秦
に
詣
づ
と
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て
）
に
稲
刈
り
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
宮
中
に
い
て
は
目

に
す
る
こ
と
の
な
い
作
業
に
、
自
分
と
は
違
う
世
界
の
こ
と
だ
と
い
う
立

場
を
貫
き
つ
つ
も
、
そ
の
様
子
を
細
か
く
観
察
し
、
興
味
の
対
象
と
し
て

見
て
い
る
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
は
道
綱
母
が
広
幡
中
川
へ
転
居
し
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、

『
源
氏
物
語
』
で
浮
舟
が
い
る
の
は
、
夕
霧
巻
に
登
場
し
た
小
野
よ
り
も

さ
ら
に
奥
に
入
っ
た
山
里
で
あ
る
。
都
の
中
心
部
か
ら
少
し
離
れ
る
と
、

家
の
前
に
「
門
田
」
を
持
ち
、
水
田
を
間
近
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
環
境

で
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
も
賀
茂
や
太
秦
へ
行
く
道
中
で

あ
り
、
宮
中
で
生
活
し
て
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
折
に
田
植
え
や
稲
刈
り

を
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
旅
と
い
う
ほ
ど
の
距
離
で
は
な
い
が
、
わ

ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
程
度
に
は
距
離
感
の
あ
る
土
地
に
お
い
て
、
稲
作

が
描
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。今
回
取
り
上
げ
た
第
五
十
八
段
も
、

郊
外
で
あ
る
長
岡
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
都
か
ら
遠
す
ぎ
な
い
田
舎
を

描
く
の
に
、
稲
作
は
ち
ょ
う
ど
い
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

続
い
て
、
和
歌
に
お
い
て
稲
作
に
ま
つ
わ
る
語
が
ど
れ
ほ
ど
詠
ま
れ
て

い
る
の
か
を
確
認
し
て
み
る
。
上
代
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
が
最
終
的
に
完

成
し
た
頃
か
と
思
わ
れ
る
十
一
世
紀
中
頃
ま
で（

（
（

の
和
歌
で
、
田
や
稲
に
関

わ
る
詞
（
田
返
す
・
苗
代
・
穂
・
田
刈
る
な
ど
）
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
、

三
五
二
首
確
認
で
き
た
。
そ
こ
か
ら
後
の
歌
集
に
重
複
し
て
採
ら
れ
て
い

る
歌
を
除
き
、
歌
の
内
容
に
農
作
業
を
含
む
和
歌
に
絞
る
と
、
一
七
六
首

が
残
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
「
農
作
業
の
み
」・「
農
作
業
＋
季
節
の
推
移
」・

「
農
作
業
＋
恋
（
相
聞
）」・「
農
作
業
＋
述
懐
」・「
農
作
業
＋
風
流
」
の
五

つ
の
基
準
で
分
類
し
た
。
以
下
に
例
歌
を
挙
げ
て
お
く
（
和
歌
の
本
文
及
び

歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。
た
だ
し
、『
万
葉
集
』

は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

〈
農
作
業
の
み
〉

　
　

 

湯
種
蒔
く
あ
ら
き
の
小
田
を
求
め
む
と
足
結
出
で
濡
れ
ぬ
こ
の
川
の

瀬
に 

（『
万
葉
集
』
巻
第
七
・
雑
歌
・
一
一
一
〇
）

　
　

ほ
に
も
い
で
ぬ
山
田
を
も
る
と
藤
衣
稲
葉
の
露
に
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
き

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
三
〇
七
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

〈
農
作
業
＋
季
節
の
推
移
〉

　
　

 

昨
日
こ
そ
早
苗
取
り
し
か
い
つ
の
間
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹
く

 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
一
七
二
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　

 

か
り
て
ほ
す
山
田
の
稲
の
袖
ひ
ち
て
植
ゑ
し
早
苗
と
見
え
も
す
る
か

な 

（『
貫
之
集
』
四
九
三
・
同
（
天
慶
四
年
　
引
用
者
注
（

じ
年
三
月
う
ち
の
屏
風
の
れ
う
の
歌
廿
八
首
）

〈
農
作
業
＋
恋
（
相
聞
）〉

　
　

住
吉
の
岸
に
田
を
墾
り
蒔
き
し
稲
か
く
て
刈
る
ま
で
逢
は
ぬ
君
か
も

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
・
秋
相
聞
・
二
二
四
四
・
水
田
に
寄
す
る
）

　
　

あ
ら
を
田
を
あ
ら
す
き
返
し
返
し
て
も
人
の
心
を
見
て
こ
そ
や
ま
め
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（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
五
・
恋
歌
五
・
八
一
七
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

〈
農
作
業
＋
述
懐
〉

　
　

あ
さ
露
の
お
く
て
の
山
田
か
り
そ
め
に
う
き
世
中
を
思
ひ
ぬ
る
か
な

 
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
六
・
哀
傷
歌
・
八
四
二
・
思
ひ
に
侍
り

 
け
る
年
の
秋
、
山
寺
へ
ま
か
り
け
る
道
に
て
よ
め
る
・
貫
之
）

　
　

 

ま
か
せ
て
し
た
ね
も
お
ひ
ね
ば
春
の
田
の
か
へ
す
が
へ
す
も
憂
き
は

わ
が
身
を 

（『
源
順
集
』
六
八
・
双
六
番
の
う
た
）

〈
農
作
業
＋
風
流
〉

　
　

さ
雄
鹿
の
妻
呼
ぶ
山
の
岡
部
な
る
早
稲
田
は
刈
ら
じ
霜
は
降
る
と
も

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
・
秋
雑
歌
・
二
二
二
〇
）

　
　

 

す
き
も
の
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
あ
ら
を
だ
の
花
や
て
ふ
や
に
心
か
け

つ
つ 

（『
源
順
集
』
八
二
・
双
六
番
の
う
た
）

　
　

 

あ
ら
げ
な
る
お
く
て
の
稲
を
守
る
間
に
萩
の
盛
り
は
過
ぎ
や
し
に
け

ん 

（『
好
忠
集
』
二
三
二
・
八
月
中
）

　

こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
、
一
七
六
首
を
歌
の
内
容
で
分
類
し
、
歌

集
の
成
立
順
に
並
べ
て
一
覧
に
し
た
も
の
を
、
本
稿
の
最
後
に
【
表
1
】

と
し
て
載
せ
た
（
歌
集
の
順
番
は
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
日
本
文
学W

eb

図
書

館
・
和
歌
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
の
『
新
編
国
歌
大
観
』
を
用
い
て
、
集
成
立
順
に
並
べ
替

え
た
も
の
で
あ
る
）。
詞
書
か
ら
屏
風
歌
・
題
詠
歌
と
わ
か
る
も
の
は
そ
の

数
を（　

）に
示
し
た
が
、農
作
業
を
詠
ん
だ
歌
の
多
く
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

あ
ら
か
じ
め
絵
や
題
が
与
え
ら
れ
て
詠
む
屏
風
歌
や
題
詠
歌
は
、
歌
人
の

意
思
で
題
材
を
選
択
し
た
と
は
言
い
が
た
い
が
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い

歌
は
、
歌
人
が
自
由
に
題
材
を
選
択
し
て
詠
ん
だ
歌
と
言
え
よ
う
。
続
い

て
、
数
が
多
い
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

　
『
万
葉
集
』
に
農
作
業
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
労
働
と
し
て
の
農
作
業
を
詠
ん
だ

も
の
は
意
外
と
少
な
い
。
た
と
え
ば
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
秋
相
聞
・

一
六
三
四
番
歌
「
衣
手
に
水
渋
付
く
ま
で
植
ゑ
し
田
を
引
板
我
が
延
へ
守

れ
る
苦
し
」
は
、
題
詞
に
「
或
者
の
尼
に
贈
る
歌
二
首
」
と
あ
る
う
ち
の

一
首
で
あ
り
、
部
立
か
ら
見
て
も
何
か
寓
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
様

の
歌
が
他
に
も
四
首
あ
り
、
農
作
業
の
み
と
分
類
し
た
七
首
の
う
ち
五
首

は
、実
は
単
純
に
農
作
業
の
み
を
詠
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。ま
た
、『
万

葉
集
』
で
は
、
農
作
業
を
詠
み
な
が
ら
の
相
聞
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ

し
て
、
巻
第
四
・
五
一
二
番
歌
「
秋
の
田
の
穂
田
の
刈
り
ば
か
か
寄
り
合

は
ば
そ
こ
も
か
人
の
我
を
言
な
さ
む
」
の
「
刈
り
ば
か
」
な
ど
、
後
の
時

代
に
は
見
ら
れ
な
い
農
作
業
特
有
の
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が

あ
る
。（『
人
丸
集
』・『
家
持
集
』
な
ど
万
葉
歌
人
の
家
集
は
、
成
立
の
素
性
が
は
っ
き

り
し
な
い
こ
と
と
、『
万
葉
集
』
と
の
重
複
が
多
い
こ
と
か
ら
、
今
回
は
除
外
し
た
。）

　
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
は
、
斎
院
の
敷
地
内
に
引
い
た
遣
水
の
せ
い

で
苗
代
に
水
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
稲
が
枯
れ
て
し
ま
い
そ
う
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だ
と
い
う
、
農
夫
か
ら
の
訴
え
に
対
す
る
返
歌
が
あ
っ
た
り
（
一
三
六
か

ら
一
三
八
）、渡
殿
の
前
に
田
植
え
を
す
る
場
面
（
一
五
四
・
一
五
五
）
や
、

牛
に
踏
み
荒
ら
さ
れ
た
田（

（
（

を
作
り
直
す
場
面
（
三
四
六
か
ら
三
五
二
）
が

あ
っ
た
り（

（
（

と
、
屏
風
歌
で
も
題
詠
歌
で
も
な
い
農
作
業
の
歌
が
か
な
り
の

数
収
め
ら
れ
て
い
る
点
で
、
興
味
深
い
歌
集
で
あ
る
。
斎
院
の
あ
る
場
所

が
都
の
中
心
部
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
こ
と
や
、
敷
地
内
に
も
田
を
作
っ

て
い
た
と
い
う
詞
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
よ
り
は
稲
作
と
い
う
も
の

が
身
近
に
見
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
実
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い

歌
も
含
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、
二
七
五
番
歌
「
小
山
田
を
う
ち
も
か
へ
さ

で
は
か
な
く
も
た
ね
ま
け
も
の
を
ま
か
せ
つ
る
か
な
」
と
、
二
七
六
番
歌

「
お
り
た
ち
て
こ
ひ
ぢ
に
見
ゆ
る
田
子
し
あ
れ
ば
な
に
か
小
山
田
う
ち
も

か
へ
さ
む
」
は
、
い
か
に
も
農
作
業
を
詠
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
が
、
石
井

文
夫
氏
・
杉
谷
寿
郎
氏
の
『
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢

刊
12　

貴
重
本
刊
行
会　

二
〇
〇
二
年
九
月
）
に
よ
れ
ば
、「（
山
田
を
）

打
ち
返
す
」
に
は
「
碁
石
を
返
す
」、「（
種
）
蒔
け
も
の
」
に
は
「（
碁

の
）
負
け
物
」、「
こ
ひ
ぢ
（
小
泥
）」
に
は
「（
碁
の
）
持
」
を
掛
け
て
い

る
。
こ
の
二
首
は
田
植
え
の
こ
と
を
詠
ん
だ
よ
う
で
い
て
、
実
は
碁
の
こ

と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
農
作
業
の
歌
で
は
な
い
が
、
三
二
一
番

歌「
苗
代
に
蛙
の
声
も
す
だ
か
ぬ
に
い
つ
を
ほ
ど
に
て
か
へ
る
か
り
が
ね
」

は
、
田
に
関
す
る
語
を
詠
み
な
が
ら
、
実
際
は
帰
ろ
う
と
す
る
人
を
引
き

止
め
る
歌
で
あ
る
。『
大
斎
院
前
の
御
集
』に
は
、農
作
業
を
詠
ん
だ
歌
や
、

内
容
と
関
係
な
く
て
も
な
ぜ
か
稲
作
に
関
わ
る
語
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
多

い
。
し
か
し
、
個
人
家
集
で
は
な
い
た
め
、
他
の
歌
集
と
分
け
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
個
人
家
集
に
絞
っ
て
末
尾
の
【
表
１
】
か
ら

三
首
以
上
農
作
業
の
歌
を
含
む
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。
家
集
の
規
模
に
も

よ
る
が
、
三
首
以
上
あ
れ
ば
、
意
図
的
に
農
作
業
を
歌
に
詠
ん
だ
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

　
　

躬
恒
3　

貫
之
9　

源
順
9　

兼
盛
5　

能
宣
3　

恵
慶
法
師
4

　
　

賀
茂
女
3　

好
忠
16　

重
之
3　

道
済
3　

和
泉
式
部
3

と
な
る
（
屏
風
歌
・
題
詠
歌
で
な
い
歌
を
含
む
も
の
を
太
字
に
し
た
）。

　

躬
恒
と
貫
之
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
り
、
順
と
能
宣
は
『
後

撰
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
順
・
兼
盛
・
恵
慶
・
重
之
と

い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
河
原
院
グ
ル
ー
プ
」
の
歌
人
で
あ
る
。
河
原
院

に
集
う
歌
人
達
に
つ
い
て
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
犬
養
廉
氏
で

あ
ろ
う
。
犬
養
氏
は
「
河
原
院
の
歌
人
達
―
安
法
法
師
を
軸
と
し
て
―
」

（『
國
語
と
國
文
學
』
平
安
文
学
の
諸
問
題　

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
六
七
年
一
〇
月
）に
お
い
て
、『
安
法
法
師
集
』を
も
と
に
交
流
の
あ
っ

た
歌
人
達
を
、「
恵
慶
・
順
・
元
輔
・
兼
盛
・
兼
澄
・
重
之
」
以
下
十
人

ほ
ど
挙
げ
ら
れ
、「
こ
れ
を
仮
り
に
河
原
院
グ
ル
ー
プ
と
呼
ん
で
よ
い
が
、
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も
と
よ
り
後
世
の
和
歌
六
人
党
・
歌
林
苑
の
如
き
自
覚
的
な
結
社
・
グ
ル
ー

プ
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
う
え
で
、「
グ
ル
ー
プ
と
呼
ぶ
に
は
格
別
の
目

的
意
識
も
持
た
ず
、い
わ
ば
散
漫
な
雅
交
を
重
ね
た
も
の
」で
あ
る
が
、「
彼

等
が
何
等
か
の
意
味
で
古
今
・
後
撰
の
素
顔
を
伝
え
、
次
代
の
和
歌
史
に

寄
与
し
た
点
を
重
く
見
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、個
人
と
し
て
は
突
出
し
て
農
作
業
の
歌
を
詠
ん
だ
好
忠
は
、

犬
養
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
「
河
原
院
グ
ル
ー
プ
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
好
忠
百
首
に
応
じ
る
形
で
、
順
・
重
之
な
ど
が
百
首
歌
を
詠
ん
で

お
り
、
互
い
に
交
流
が
あ
っ
た
と
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は

犬
養
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
恵
慶
以
下
の
歌
人
た
ち
に
好
忠
を
加
え
て
、「
河

原
院
グ
ル
ー
プ
」
と
考
え
た
い
。
中
世
の
百
首
歌
と
区
別
し
て
、
初
期
百

首
と
呼
ば
れ
る
好
忠
や
順
の
百
首
歌
の
影
響
下
に
、
賀
茂
保
憲
女
や
和
泉

式
部
も
い
る（

（
（

。
彼
ら
に
は
相
互
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、『
安
法
法
師
集
』
一
三
番
歌
詞
書
に
、
源
融
の
死
後
、
河
原

院
に
躬
恒
と
貫
之
が
訪
ね
て
き
て
塩
竃
の
歌
を
詠
ん
だ
と
あ
り
、
こ
の
二

人
も
河
原
院
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
彼
ら
が

共
通
し
て
農
作
業
の
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
、今
回
浮
か
び
上
が
っ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

Ａ　

足
曳
の
山
の
桜
の
色
み
て
ぞ
を
ち
か
た
人
は
種
も
ま
き
け
る

 

（『
貫
之
集
』
五
二
五
・
同（
天
慶
六
年
　
引
用
者
注
（

じ
年
四
月
の
な
い
し
の
屏
風
の
う
た
十
二
首
）

Ｂ　

 

時
す
ぎ
ば
早
苗
も
い
た
く
お
い
ぬ
べ
し
雨
に
も
田
子
は
さ
は
ら
ざ
り

け
り 

（『
貫
之
集
』
一
四
九
・
延
喜
二
年
五
月
中
宮
の
御

 

屏
風
の
和
歌
廿
六
首
・
雨
ふ
る
に
田
う
う
る
所
）

　

Ａ
の
種
を
蒔
く
た
め
に
山
の
桜
の
色
を
見
た
り
、
Ｂ
の
早
苗
が
成
長
し

す
ぎ
る
た
め
雨
で
も
苗
を
植
え
た
り
す
る
歌
は
、
農
夫
の
立
場
に
近
い
視

点
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
農
作
業
に
は
時
期
が
大
事
だ
と
い
う
こ
れ
ら
の
歌

に
共
通
す
る
も
の
が
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
歌
に
も
あ
る
。

Ｃ　

う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
音
を
聞
け
ば
春
霞
た
て
れ
を
れ
な
く
急
ぐ
田
主
か

 

（『
源
順
集
』
八
三
・
双
六
番
の
う
た
）

Ｄ　

わ
さ
な
へ
も
植
ゑ
時
過
ぐ
る
ほ
ど
な
れ
や
し
で
の
た
を
さ
の
声
は
や

め
た
り 

（『
恵
慶
法
師
集
』
二
一
九
）

Ｅ　

み
た
や
も
り
今
日
は
五
月
に
な
り
に
け
り
い
そ
げ
や
早
苗
お
い
も
こ

そ
す
れ 

（『
好
忠
集
』
一
二
五
）

Ｆ　

春
ま
き
し
山
田
の
苗
は
お
ひ
に
け
り
も
ろ
手
に
人
は
引
き
も
植
ゑ

て（
な
（む 

（『
重
之
集
』
二
四
八
・
夏
廿
）

　

Ｃ
・
Ｄ
は
、
通
常
な
ら
初
音
が
心
待
ち
に
さ
れ
る
鶯
や
郭
公
の
声
を
聞

い
て
、
田
植
え
を
急
ぐ
歌
で
あ
る
し
、
Ｅ
・
Ｆ
は
早
苗
が
「
お
ゆ
」
前
に

田
植
え
を
急
ぐ
と
い
う
表
現
が
、
Ｂ
に
通
じ
る
歌
で
あ
る（

（
（

。

Ｇ　

郭
公
な
く
な
る
声
を
早
苗
と
る
手
間
う
ち
お
き
て
哀
と
ぞ
聞
く

 

（『
貫
之
集
』
二
四
五
・
延
長
六
年
中
宮
の
御
屏
風
の
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そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
殊
な
枠
組
み
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。ま
た
、

好
忠
に
も
「
毎
月
集
」
と
呼
ば
れ
る
、
一
日
一
首
で
一
年
三
六
〇
日
を
構

成
す
る
と
い
う
、
新
し
い
方
法
を
取
っ
た
歌
群
が
あ
る（

（
（

。
順
と
好
忠
は
、

あ
る
種
の
制
約
を
自
ら
設
定
し
て
歌
を
詠
ん
だ
点
で
も
共
通
す
る
。
そ
の

制
約
と
は
、
貫
之
の
屏
風
歌
に
触
発
さ
れ
て
、
月
次
屏
風
の
よ
う
に
連
作

と
し
て
歌
を
詠
も
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い（

（
（

。

　

そ
し
て
、
従
来
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
今
回
躬

恒
と
順
の
歌
に
も
共
通
す
る
部
分
が
見
つ
か
っ
た
。

Ｈ　

木
の
芽
は
る
時
に
な
る
ま
で
苗
代
の
あ
を
だ
に
も
ま
だ
作
ら
ざ
り
け

り 

（『
躬
恒
集
』
二
四
六
・
あ
を
）

Ｉ　

あ
ら
さ
じ
と
う
ち
返
す
ら
し
小
山
田
の
苗
代
水
に
ぬ
れ
て
つ
く
る
あ

 

（『
源
順
集
』
四
・
あ
め
つ
ち
の
う
た
・
春
）

　

Ｈ
は
「
あ
を
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
和
歌
に
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
「
畦
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
Ｉ
は
『
源
順
集
』

の
「
あ
め
つ
ち
の
う
た
」
の
冒
頭
歌
で
あ
る
が
、「
苗
代
」「
畦
」「
作
る
」

と
い
う
表
現
は
、
躬
恒
歌
に
発
想
を
得
た
も
の
で
は
な
い
か
。「
あ
」
と

い
う
文
字
を
歌
の
上
下
に
詠
み
込
む
た
め
に
選
ば
れ
た
と
思
わ
れ
て
い
た

「
畦
」
と
い
う
素
材
は
、
す
で
に
躬
恒
の
歌
に
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

松
本
真
奈
美
氏
は
「
曾
禰
好
忠
「
毎
月
集
」
に
つ
い
て
―
屏
風
歌
受
容

を
中
心
に
―
」（『
國
語
と
國
文
學
』
平
成
三
年
九
月
号　

東
京
大
学
国
語

 

う
た
四
首
、
右
近
権
中
将
う
け
給
は
り
て
）

　

Ｇ
は
画
中
の
人
物
（
お
そ
ら
く
農
夫
）
と
一
体
化
し
て
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
田
植
え
の
手
を
止
め
て
ま
で
郭
公
の
声
を
聞
く
と
い
う
の

は
、
Ｂ
か
ら
Ｆ
の
一
刻
も
早
く
と
田
植
え
を
急
ぐ
歌
と
は
少
し
違
っ
た
立

場
に
あ
る
。
先
の
分
類
で
〈
農
作
業
＋
風
流
〉
と
し
て
挙
げ
た
、
鹿
が
い

る
う
ち
は
霜
が
お
り
て
も
田
を
刈
ら
な
い
と
い
う
万
葉
歌
や
、
稲
の
見
張

り
を
し
て
い
る
う
ち
に
萩
の
盛
り
が
過
ぎ
て
し
ま
う
の
を
心
配
す
る
好
忠

歌
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
屏
風
歌
で
は
な
く
、
農
作
業
に
風
流
の
要
素

が
足
さ
れ
た
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
順
と
好
忠
の
二
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
は

貫
之
の
屏
風
歌
か
ら
そ
の
方
法
を
摂
取
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
、
貫
之
の
屏
風
歌
と
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
歌
と
の
共
通
性
を

見
て
き
た
が
、
両
者
の
繋
が
り
に
つ
い
て
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
・
雑
四
・
一
〇
八
四
か
ら
一
〇
八
六
番
歌
に
、

「
貫
之
が
集
を
借
り
て
返
す
と
て
よ
み
侍
け
る
」
と
し
て
、
恵
慶
法
師
・

紀
時
文
・
清
原
元
輔
の
や
り
取
り
が
見
え
る
。
同
様
の
詞
書
が
『
安
法
法

師
集
』・『
元
輔
集
』・『
恵
慶
法
師
集
』
に
も
あ
り
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の

間
で
貫
之
の
家
集
を
貸
し
借
り
し
た
際
、
歌
の
や
り
取
り
も
な
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
が
貫
之
の
屏
風
歌

に
学
び
、
農
作
業
を
歌
に
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
順
は
「
あ
め
つ
ち
の
う
た
」・「
碁
盤
歌
」・「
双
六
番
の
歌
」
と
、
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国
文
学
会　

一
九
九
一
年
九
月
）
に
お
い
て
、
好
忠
の
「
毎
月
集
」
に
、

「
屏
風
歌
素
材
を
摂
取
す
る
意
図
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に

「
農
耕
生
活
を
素
材
と
し
た
歌
」
が
先
行
の
勅
撰
集
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、

「
新
奇
な
素
材
の
歌
、
あ
る
い
は
好
忠
の
実
体
験
の
産
物
」
な
ど
と
評
さ

れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、「
同
時
代
ま
で
の
屏
風
歌
を
視
野
に
入
れ
れ

ば
、
こ
う
し
た
素
材
は
必
ず
し
も
「
新
奇
」
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た

そ
の
獲
得
が
必
ず
し
も
実
体
験
を
必
要
と
し
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま

た
、
川
村
晃
生
氏
は
「
田
園
の
う
た
」（『
藝
文
研
究
』
第
六
十
五
号　

慶

應
義
塾
大
学
藝
文
学
会　

一
九
九
四
年
三
月
）
に
お
い
て
、
好
忠
詠
の
田

に
関
す
る
用
語
の
豊
富
さ
に
触
れ
、「
一
見
万
葉
的
と
も
思
え
る
農
民
的

視
点
に
立
っ
て
の
田
の
歌
の
方
法
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
屏
風
歌
の

詠
法
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
か
ら
、「
従
来
の
好
忠
＝
万
葉
と

い
う
単
一
な
図
式
は
、
修
正
の
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

た
。

　
『
貫
之
集
』
の
屏
風
歌
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
順
や
好
忠
が
、
新
た
な

枠
組
み
を
自
ら
設
定
し
、
一
連
の
農
作
業
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
そ
の
周
辺
に
い
た
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
間
で
農
作
業
を
和
歌

に
詠
む
こ
と
が
流
行
し
た
と
仮
定
す
る
の
は
、
少
し
想
像
が
過
ぎ
る
だ
ろ

う
か
。
今
回
は
農
作
業
を
詠
ん
だ
歌
を
も
と
に
大
ま
か
な
傾
向
を
見
た
だ

け
で
あ
る
が
、詞
の
使
い
方
な
ど
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、河
原
院
グ
ル
ー

プ
の
和
歌
活
動
に
つ
い
て
も
う
少
し
明
確
な
繋
が
り
が
見
え
て
く
る
だ
ろ

う
。
そ
の
上
で
和
歌
史
に
お
け
る
影
響
も
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
が
、
今

は
河
原
院
グ
ル
ー
プ
が
共
通
し
て
農
作
業
を
歌
に
詠
ん
で
い
た
点
、
そ
の

歌
に
貫
之
の
屏
風
歌
の
影
響
が
見
ら
れ
る
点
を
確
認
す
る
に
留
め
て
お
き

た
い
。三　

「
す
だ
く
」
の
用
法

　

第
五
十
八
段
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
取
り
上
げ
た
い
問
題
が
あ
る
。
二

首
目
の
歌
、「
む
ぐ
ら
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼

の
す
だ
く
な
り
け
り
」
に
出
て
く
る
「
す
だ
く
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

　
「
す
だ
く
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
早
い
も
の
で
は
『
万
葉
集
』

に
五
例
あ
る
。「
夏
麻
引
く
海
上
潟
の
沖
つ
渚
に
鳥
は
す
だ
け
（
簀
竹
）

ど
君
は
音
も
せ
ず
」（
巻
第
七
・
雑
歌
・
一
一
七
六
）
は
、「
音
も
せ
ず
」

を
手
紙
が
来
な
い
こ
と
と
す
る
か
、
訪
れ
が
な
い
こ
と
と
す
る
か
で
若
干

解
釈
が
分
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
鳥
は
音
が
す
る
の
に
」
に
対

し
て
、「（
あ
な
た
は
）
音
も
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。「
す
だ
く
」
と

い
う
語
に
は
音
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
例
で
あ
る
。「
葦

鴨
の
す
だ
く
（
多
集
）
池
水
溢
る
と
も
ま
け
溝
の
方
に
我
越
え
め
や

も
」（
巻
第
十
一
・
譬
喩
・
二
八
三
三
）
の
第
二
句
は
、
原
文
表
記
で
は
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「
多ス
ダ
ク
イ
ケ
ミ
ヅ

集
池
水
」
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
辞
書
類
や
注
釈
書
な
ど
が
、
こ

の
「
多
集
」
と
い
う
表
記
を
も
と
に
、「
す
だ
く
」
を
「
多
く
集
ま
る
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
一
一
七
六
番
歌
と
比
べ
て
、
こ
の
歌
に
は

音
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。「
葦
鴨
の
す

だ
く
（
須
太
久
）
旧
江
に
…
野
も
さ
は
に
鳥
す
だ
け
（
須
太
家
）
り
と
…
」

（
巻
第
十
七
・
四
〇
一
一
）・「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
（
須

太
久
）
水
沼
を
都
と
成
し
つ
」（
巻
第
十
九
・
四
二
六
一
）
の
三
例
も
、
音

の
要
素
の
有
無
は
ど
ち
ら
と
も
取
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
注
釈
の
う
ち
、「
す
だ
く
」
の
考
察
が
詳
し
い
二
冊
を
挙

げ
て
お
く
。
高
木
市
之
助
氏
他
校
注
の
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波

書
店　

一
九
五
九
年
九
月
）
は
、「
集
る
こ
と
、
音
を
立
て
る
こ
と
、
動

き
ま
わ
る
こ
と
、
の
三
つ
の
要
件
」
が
あ
り
、「
螢
の
例
は
、
む
し
ろ
拡

張
し
た
使
い
方
」と
す
る
。
澤
瀉
久
孝
氏
の『
萬
葉
集
注
釋　

巻
第
七
』（
中

央
公
論
社　

一
九
六
〇
年
九
月
）
で
は
、「
や
は
り
萬
葉
の
「
多
集
」
が

示
し
て
ゐ
る
や
う
に
集
ま
る
意
で
あ
り
、（
中
略
）「
す
だ
く
」
は
集
る
意

で
よ
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
い
く
つ
か
の
古
語
辞
典
で
意
味
を
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
集

ま
る
」「
集
ま
っ
て
騒
ぐ
」「
虫
や
鳥
な
ど
が
鳴
く
」
の
う
ち
、
ど
れ
を
本

義
と
す
る
か
に
よ
っ
て
多
少
の
差
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
中
田
祝
夫

氏
他
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館　

一
九
八
三
年
一
二
月
）
な
ど
は
、「
虫

や
鳥
な
ど
が
鳴
く
意
は
後
世
の
誤
用
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
中

村
幸
彦
氏
他
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店　

一
九
八
八
年
九
月
）

で
は
、「
鳴
き
声
を
立
て
る
よ
う
な
対
象
に
限
定
し
て
、
そ
の
集
ま
る
こ

と
を
意
味
し
た
語
」
で
あ
り
、「
中
古
に
は
、
そ
の
よ
う
な
対
象
の
集
る

意
が
、
し
ぜ
ん
、
集
り
鳴
く
、
群
れ
騒
ぐ
の
意
へ
展
開
し
た
」
と
あ
り
、

鳴
く
意
を
誤
用
と
す
る
説
を
訂
正
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
「
す
だ
く
」
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
も
の
を
い
く
つ
か
見
て

き
た
が
、
結
局
先
に
触
れ
た
音
の
要
素
の
有
無
が
混
乱
の
も
と
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
す
だ
く
」
主
体
に
つ
い
て
改
め
て
見

直
し
て
み
た
結
果
、鳴
く
意
は
誤
用
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

『
万
葉
集
』
で
す
べ
て
鳥
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
や

は
り
鳥
が
多
く
集
ま
る
（
と
、
時
に
は
騒
ぐ
こ
と
も
あ
る
）
様
子
が
原
義

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、「
す
だ
く
」
も
の

が
他
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
検
索
す
る
と
、「
す
だ
く
」
は
三
七
〇
例
ほ
ど
確

認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
後
世
の
歌
集
や
歌
学
書
に
重
複
し
て
い
る
歌
を
除

く
と
、
二
四
五
例
が
残
る
。
内
訳
を
以
下
に
示
す
。

　
　

鳥
58　

虫
127
（
う
ち
蛍
78
）　

蛙
32　

人
13　

鹿
4　

駒
2

　
　

そ
の
他
9
（
田
子
・
さ
い
・
ぬ
し
・
鬼
・
声
・
い
を
・
い
ろ
・
し
し
）

そ
し
て
、
平
安
末
期
頃
ま
で
の
用
例
を
分
類
し
一
覧
に
し
た
も
の
を
、
本
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稿
末
尾
に
【
表
2
】
と
し
て
載
せ
た
。『
万
葉
集
』
で
は
鳥
に
つ
い
て
の

み
だ
っ
た
「
す
だ
く
」
が
、『
女
四
宮
歌
合
』
に
お
い
て
突
然
「
さ
を
鹿
」

に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
後
『
兼
盛
集
』・『
平
中
物
語
』・『
恵
慶
法

師
集
』・『
大
和
物
語
』
と
、「
人
」
を
詠
ん
だ
も
の
が
相
次
い
で
登
場
し
た
。

そ
れ
と
前
後
し
て『
能
宣
集
』が「
蛙
」を
、『
賀
茂
保
憲
女
集
』が「
蛍
」を
、

『
好
忠
集
』
が
「
雀
」
と
「
虫
」
を
新
た
に
詠
ん
で
以
降
、さ
ま
ざ
ま
な
「
鳥
」

や「
虫
」ま
で
そ
の
用
法
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
も
河
原
院
グ
ル
ー

プ
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き

た
い
。

　
「
す
だ
く
」
が
、
初
め
て
鳥
以
外
の
も
の
に
使
わ
れ
た
の
が
、『
女
四
宮

歌
合
』
で
あ
る
。
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
八
月
廿
日
に
行
わ
れ
た
歌
合
に

お
い
て
、「
萩
」
題
の
も
と
五
番
歌
に
「
さ
を
し
か
の
す
だ
く
麓
の
下
萩

は
露
け
き
こ
と
の
か
た
く
も
あ
る
か
な
」（
兵
部
君
）
と
、「
さ
を
鹿
」
が

詠
ま
れ
た
。
こ
の
五
番
歌
は
、
序
文
に
「
あ
る
は
よ
し
あ
る
山
ざ
と
の
か

き
ね
に
さ
を
し
か
の
た
ち
よ
り
、
あ
る
は
か
ぎ
り
な
き
す
は
ま
の
い
そ
づ

ら
に
あ
し
た
づ
の
お
り
を
る
か
た
を
つ
く
り
て
」
と
あ
る
の
で
、
実
景
で

は
な
く
、
こ
の
歌
合
の
た
め
に
作
ら
れ
た
州
浜
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る

ら
し
い（

（
（

。
こ
の
歌
に
対
し
て
順
は
、「
す
だ
く
ふ
も
と
の
な
ど
い
へ
る
わ

た
り
は
す
こ
し
い
ひ
な
れ
た
り
」
と
い
う
判
詞
を
つ
け
て
い
る
。
順
と
い

え
ば
、『
万
葉
集
』
の
訓
読
作
業
を
行
っ
た
「
梨
壺
の
五
人
」
の
一
人
で

あ
る
。
鹿
が
集
ま
っ
て
い
る
情
景
を
「
す
だ
く
」
と
言
っ
た
例
は
こ
れ
ま

で
に
な
か
っ
た
が
、
順
が
判
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る

い
は
そ
の
あ
た
り
か
ら
「
す
だ
く
」
と
い
う
語
の
存
在
が
知
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

次
は『
兼
盛
集
』で
あ
る
。「
京
の
人
の
家
に
い
ち
め
き
た
り
、さ
け
う
る
」

と
し
て
、
一
三
一
番
歌
「
ま
ね
か
ね
ど
あ
ま
た
の
人
の
す
だ
く
か
な
と
み

と
い
ふ
も
の
ぞ
た
の
し
か
り
け
る
」で
、「
人
」に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
。「
楽

し
か
り
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
賑
や

か
な
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
後
に
契
沖
は
、『
勢
語
臆
断
』
で
こ
の
兼
盛

歌
を
挙
げ
、「
是
は
、
す
だ
く
と
は
鳥
・
む
し
な
ど
の
多
く
鳴
を
、
み
や

う
に
こ
ゝ
ろ
へ
た
る
人
の
た
め
に
も
し
は
引
べ
し
」
と
し
て
い
る
（『
勢
語

臆
断
』
の
本
文
は
、
築
島
裕
氏
他
編
『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店　

一
九
七
四

年
四
月
）
に
よ
る
）。「
す
だ
く
」
が
鳥
や
虫
な
ど
が
鳴
く
意
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
契
沖
は
「
人
」
の
用
例
も
あ
る
と
注
意
を
促
し

て
い
る
。

　

同
じ
く
「
人
」
を
詠
ん
だ
も
の
が
、『
平
中
物
語
』
第
十
九
段
に
あ
る
。

男
が
家
の
前
栽
に
植
え
た
、
た
く
さ
ん
の
菊
を
目
当
て
に
集
ま
っ
て
き
た

女
た
ち
が
、「
ゆ
き
が
て
に
む
べ
し
も
人
は
す
だ
き
け
り
花
は
花
な
る
宿

に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
菊
に
結
び
つ
け
た
。
男
は
菊
が
取

ら
れ
た
ら
困
る
と
思
い
、「
わ
が
宿
の
花
は
植
ゑ
し
に
こ
こ
ろ
あ
れ
ば
守
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る
人
な
み
人
と
な
す
に
て
」
と
い
う
歌
を
書
い
て
、
立
て
札
を
立
て
て
お

い
た
が
、
油
断
し
て
い
る
う
ち
に
菊
の
花
が
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い

う
話
で
あ
る
。
同
様
の
話
が
、『
大
和
物
語
』
御
巫
本
鈴
鹿
本
付
載
・
附

五
に
も
見
え
る
。「
男
」
が
「
右
京
の
大
夫
宗
于
」
と
な
っ
て
い
る
点
、

一
首
目
の
歌
が
「
き
て
み
れ
ば
昔
の
人
は
す
だ
き
け
り
花
の
ゆ
ゑ
あ
る
宿

に
ぞ
有
り
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
点
、
二
首
目
の
下
の
句
が
「
ま
も
る
人

の
み
す
だ
く
ば
か
り
ぞ
」
と
な
っ
て
い
る
点
な
ど
、
多
少
の
違
い
は
あ
る

が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
無
遠
慮
な
女
た
ち
が
勝
手
に
庭
に
入
り

込
む
と
い
う
展
開
が
、『
伊
勢
物
語
』
第
五
十
八
段
に
よ
く
似
て
い
る
。『
伊

勢
物
語
』
で
は
「
鬼
の
す
だ
く
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
鬼
」
は
女

た
ち
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、「
人
」
に
準
ず
る
と

考
え
る
。
和
歌
に
も
物
語
に
も
、
女
を
「
鬼
」
と
言
う
例
は
ほ
と
ん
ど
な

い
が
、
本
段
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
九
・
雑
下
・
五
五
九
番
歌
に
、

　
　
　
　

陸
奥
国
名
取
の
郡
黒
塚
と
い
ふ
所
に
、
重
之
が
妹
あ
ま
た
あ
り
と

　
　
　
　

聞
き
て
、
い
ひ
つ
か
は
し
け
る　
　
　
　

兼
盛

　
　

陸
奥
の
安
達
の
原
の
黒
塚
に
鬼
こ
も
れ
り
と
聞
く
は
ま
こ
と
か

と
あ
る
（『
大
和
物
語
』
第
五
十
八
段
に
も
同
じ
歌
が
あ
る
）。
こ
こ
に
登
場
す
る

重
之
と
兼
盛
も
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

　

歌
物
語
に
「
す
だ
く
」
人
が
登
場
し
た
の
と
同
じ
頃
、『
恵
慶
法
師
集
』

八
〇
番
歌
に
「
河
原
院
に
て
あ
れ
た
る
心
」
と
し
て
、「
す
だ
き
け
む
昔

の
人
も
な
き
宿
に
た
だ
影
す
る
は
秋
の
夜
の
月
」
と
、「
昔
の
人
」
が
「
す

だ
く
」
と
詠
ま
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
歌
で
は
人
が
集
ま
っ
て
そ
の
場
で
騒

い
で
い
た
の
と
う
っ
て
変
わ
っ
て
、
賑
や
か
だ
っ
た
昔
と
荒
涼
と
し
た
現

在
と
い
う
対
比
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
後
、「
す
だ
く
」
人
を
詠
ん

だ
も
の
は
し
ば
ら
く
現
れ
な
い
が
、
こ
の
恵
慶
歌
が
『
後
拾
遺
和
歌
集
』

に
採
ら
れ
て
以
降
有
名
に
な
り
、『
奥
義
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
歌
学
書

な
ど
に
多
数
引
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、『
後
拾
遺
和

歌
集
』
以
降
に
「
す
だ
く
」
人
を
詠
ん
だ
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
歌
の

影
響
下
に
あ
る
。
平
安
末
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
『
忠
盛
集
』
一
七
〇
番

歌
「
す
だ
き
け
ん
昔
の
人
は
影
た
え
て
宿
も
る
も
の
は
有
明
の
月
」（
遍

照
寺
に
て
）
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
恵
慶
歌
の
影
響
を
受
け

て
い
る
。
そ
の
後
、『
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
』
の
二
三
番
歌
「
す
だ
き
け

ん
人
を
や
忍
ぶ
ほ
と
と
ぎ
す
あ
れ
行
く
里
に
猶
き
な
く
な
り
」
と
、
三
二

番
歌
「
あ
れ
は
て
て
人
も
す
だ
か
ぬ
古
郷
に
誰
と
か
た
ら
ふ
郭
公
ぞ
は
」

の
二
首
が
あ
り
、『
残
集
』
二
一
番
歌
「
こ
の
里
は
人
す
だ
き
け
ん
昔
も

や
さ
び
た（
し
き
（る

こ
と
は
か
は
ら
ざ
り
け
ん
」、『
宝
物
集
』
三
三
四
番
歌
「
す

だ
き
け
ん
昔
の
人
や
い
ひ
お
き
し
あ
れ
な
ば
宿
に
木
の
葉
ふ
け
と
は
」（
藤

原
盛
方
朝
臣
）、『
拾
遺
愚
草
員
外
』
三
〇
三
番
歌
「
す
だ
き
け
む
人
こ
そ

し
ら
ね
ふ
る
里
の
昔
は
今
に
咲
け
る
な
で
し
こ
」
が
あ
る
が
、
藤
原
定
家
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の
時
代
ま
で
下
っ
て
も
、「
人
」
が
「
す
だ
く
」
と
詠
ん
だ
も
の
は
、
こ

れ
だ
け
し
か
確
認
で
き
な
い（
（1
（

。
そ
の
上
、
昔
と
違
っ
て
今
は
人
も
す
だ
か

な
い
、
と
い
う
共
通
し
た
詠
み
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、九
五
〇
年
前
後
に
ま
と
ま
っ
て
詠
ま
れ
た
「
す
だ
く
」
人
は
、

恵
慶
歌
が
有
名
に
な
っ
た
後
は
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
す
こ
と

な
く
、「
昔
と
今
の
対
比
」
と
い
う
文
脈
で
し
か
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌
物
語
を
除
け
ば
、『
兼
盛
集
』
と
『
恵

慶
法
師
集
』が「
す
だ
く
」を
人
に
対
し
て
用
い
た
が
、そ
の
後
長
ら
く「
す

だ
く
」
人
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
在
残
っ
て
い
る
例
だ
け
で

断
じ
る
の
は
や
や
早
急
で
は
あ
る
が
、平
安
時
代
に
「
人
」
が
「
す
だ
く
」

と
詠
ん
だ
の
は
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
な
の
で
あ
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、『
賀
茂
保
憲
女
集
』
五
六
番
歌
「
を
ぐ
ら
や
ま
ひ

見
ゆ
る
か
た
に
宿
か
れ
ば
蛍
の
す
だ
く
川
辺
な
り
け
り
」
に
、
初
め
て
音

を
立
て
な
い
「
蛍
」
が
詠
ま
れ
た
が
、
な
ぜ
彼
女
が
蛍
に
対
し
て
「
す
だ

く
」
を
使
っ
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
だ
確
証
を
得
て
い
な
い
た
め
詳

し
く
は
触
れ
な
い
が
、河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
繋
が
り
を
調
べ
て
い
く
中
で
、

前
章
の
農
作
業
の
歌
で
も
名
前
が
挙
が
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、『
賀
茂
保

憲
女
集
』と
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
共
通
点
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
い
る
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
何
か
し
ら
交
流
が
あ
る
と
こ
ろ
に
い
た
と
す
れ

ば
、『
万
葉
集
』
の
訓
読
作
業
に
関
わ
っ
た
順
が
出
入
り
す
る
河
原
院
グ

ル
ー
プ
か
ら
、「
多
集
」
と
い
う
表
記
を
知
り
、
蛍
が
多
く
い
る
様
子
に

用
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、『
賀
茂
保
憲
女
集
』
と
同
時
代
で
蛍
が
多
く
い
る
様
子
を

詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、『
帯
刀
陣
歌
合
』
の
一
六
番
歌
「
難
波
潟
い
さ
り

す
る
か
と
見
え
つ
る
は
あ
し
ま
と
び
か
ふ
蛍
な
り
け
り
」
や
、『
花
山
院

歌
合
』
の
九
番
歌
「
あ
ま
つ
星
つ
ね
よ
り
こ
と
に
見
え
つ
る
は
空
に
と
び

か
ふ
蛍
な
り
け
り
」
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
飛
び
交
ふ
」
と
い
う
表

現
で
あ
り
、「
す
だ
く
」
で
は
な
い
。『
道
済
集
』
に
も
一
六
二
番
歌
に
、

「
と
び
ま
が
ふ
蛍
の
影
ぞ
う
つ
し
け
る
思
ひ
み
だ
る
る
人
の
心
を
」（
川
原

の
ほ
と
り
の
蛍
）
と
あ
る
が
、『
賀
茂
保
憲
女
集
』
と
同
じ
く
川
辺
の
蛍

を
詠
み
な
が
ら
、
こ
ち
ら
も
「
飛
び
ま
が
ふ
」
で
あ
る
。『
大
斎
院
前
の

御
集
』
に
も
、「
水
に
蛍
の
い
と
お
ほ
う
お
り
ゐ
た
る
と
い
ふ
を
聞
き
て
」

と
詞
書
に
あ
る
唱
和
の
中
に
、
一
三
四
番
歌
「
と
び
か
よ
ふ
草
の
蛍
は
い

と
ど
し
く
こ
の
川
辺
に
や
光
増
す
ら
む
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
「
す
だ

く
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
は
、
前
章
で
触
れ

た
三
二
一
番
歌
「
蛙
の
声
も
す
だ
か
ぬ
に
」
が
あ
り
、「
す
だ
く
」
と
い

う
語
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
賀
茂

保
憲
女
集
』
の
例
が
極
め
て
特
殊
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
同
集
の
成
立

か
ら
五
〇
年
ほ
ど
後
、天
喜
五
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
『
六
条
斎
院
歌
合
』

に
、「
草
蛍
似
露
」
題
で
一
八
番
歌
「
草
し
げ
み
お
け
る
露
か
と
見
え
つ
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る
は
す
だ
く
蛍
の
光
な
り
け
り
」
が
詠
ま
れ
て
以
降
、
歌
合
や
百
首
歌
を

中
心
に
、
よ
う
や
く
「
す
だ
く
蛍
」
と
い
う
表
現
が
定
着
す
る
こ
と
と
な

る
。

　

ま
た
、
個
人
と
し
て
「
す
だ
く
」
を
最
も
多
く
使
用
し
た
の
は
好
忠
で

あ
る
。『
好
忠
集
』
に
は
四
例
見
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
音
を
出
す
も
の
に

対
し
て
用
い
て
い
る
。
三
四
番
歌
「
我
が
や
ど
に
い
た
ゐ
の
水
や
ぬ
る
む

ら
ん
底
の
か
は
づ
ぞ
こ
ゑ
す
だ
く
な
る
」、
七
三
番
歌
「
ね
や
の
上
に
す

ず
め
の
こ
ゑ
ぞ
す
だ
く
な
る
出
た
ち
が
た
に
子
や
な
り
ぬ
ら
ん
」
の
二
首

は
、「
声
す
だ
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鳴
き
声
を
含
む
。
ま
た
、
二
一
八

番
歌
「
虫
の
音
ぞ
草
む
ら
ご
と
に
す
だ
く
な
る
我
も
こ
の
よ
は
な
か
ぬ
ば

か
り
ぞ
」
で
は
、私
は
泣
か
な
い
の
に
対
し
て
虫
は
鳴
い
て
い
る
と
あ
り
、

二
八
六
番
歌
「
長
き
夜
に
す
だ
き
し
虫
を
い
と
ひ
し
に
今
は
嵐
の
音
ぞ
は

げ
し
き
」
で
は
、
鳴
い
て
い
た
虫
の
声
と
嵐
の
音
の
激
し
さ
を
対
比
し
て

い
る
。
島
津
忠
夫
氏
は
「
歌
語
ひ
と
つ
―
「
す
だ
く
」
考
―
」（『
語
文
』

第
四
十
八
号　

大
阪
大
学　

一
九
八
七
年
二
月
）
で
、「
曽
根
好
忠
の
こ

と
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
万
葉
語
の
意
識
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
好
忠
の
誤
解
と
見
る
よ
り
は
、「
す
た
く
」
と
い
う
語
の
も
つ
原
義

に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
平

安
末
期
に
な
っ
て
、「
す
た
く
」
は
、『
万
葉
集
』
が
流
布
し
て
、そ
の
「
多

集
」
の
字
面
に
注
目
さ
れ
、「
多
く
集
る
」
と
解
す
る
こ
と
が
有
力
な
説

と
な
り
、
そ
の
説
に
も
と
づ
い
て
新
し
い
和
歌
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
よ
ま
れ
て

ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
島
津
氏
は
こ
の
論
の
中
で
は

触
れ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
す
だ
く
」
虫
や
鳥
が
詠
ま

れ
る
よ
う
に
な
る
平
安
末
期
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
賀
茂
保
憲
女
が
「
多

集
」
の
字
面
に
注
目
し
た
か
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
鳥
以
外
の
も
の
が
「
す
だ
く
」
と
詠
み
は
じ
め

た
の
は
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
す
だ
く
」
と
い
う
語
は
、
平
安
末
期
以
降
ず
い
ぶ

ん
と
解
釈
が
分
か
れ
る
。『
綺
語
抄
』
で
は
、「
潜　

く
ぐ
る
」・「
す
む
」・

「
の
ゝ
し
る
」
の
三
説
を
挙
げ
て
い
る
。『
奥
義
抄
』
で
は
、「
啼
く
」
説

を
採
り
つ
つ
、「
集
ま
る
」
意
が
あ
る
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
い
で
い
る
」

説
を
挙
げ
て
い
る
。（
人
が
）
出
入
り
す
る
と
い
う
解
釈
を
認
め
て
い
た

こ
と
に
な
る
。『
和
歌
童
蒙
抄
』
で
は
、『
万
葉
集
』
の
表
記
に
よ
っ
て
「
お

ほ
く
あ
つ
ま
る
」
と
説
明
す
る
（『
綺
語
抄
』・『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
本
文
は
、
久

曾
神
昇
氏
編
『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
一
』（
風
間
書
房　

一
九
五
九
年
六
月
）
に
よ
り
、

『
奥
義
抄
』
の
本
文
は
、
佐
佐
木
信
綱
氏
編
『
日
本
歌
学
大
系　

第
一
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
七
年
三
月
）
に
よ
っ
た
）。

　

こ
の
よ
う
に
「
す
だ
く
」
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
っ
た
の
は
、
も
と
の

「
集
ま
る
」
意
か
ら
離
れ
た
歌
の
存
在
に
端
を
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
若
狭
守
通
宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
〔
応
徳
三
年
三
月
於
七
条
〕』
に
お
い
て
、
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「
七
番　

鴛
」
題
で
詠
ま
れ
た
一
四
番
歌
「
山
川
に
心
ぼ
そ
く
ぞ
す
だ
く

な
る
ひ
と
つ
み
な
る
る
を
し
に
や
有
る
ら
ん
」が
そ
れ
で
あ
る
。「
す
だ
く
」

を
「
鳴
く
」
と
解
釈
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
が
、鳥
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ

て
い
る
様
子
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
、「
心
細
く
」「
一
つ
」
と
い
う
語
と
と
も

に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
使
い
方
に
不
審
を
抱
い
た
の
か
、
通
俊
の
判
詞

に
は
「
す
だ
く
と
い
ふ
こ
と
を
、心
ぼ
そ
し
と
は
い
か
が
い
ふ
べ
か
ら
ん
、

も
し
あ
ま
た
あ
ら
ん
声
を
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
」
と
あ
り
、「
山
川
の
水
さ

え
渡
る
冬
の
夜
に
つ
が
は
ぬ
を
し
は
い
か
が
す
だ
か
む
」
と
い
う
判
歌
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
す
だ
く
」
蛙
や
虫
が
浸
透
し
た
後
に
、
さ
ら
に
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
そ
う
と
し
た
結
果
、
本
来
の
声
を
出
す
も
の
が
た

く
さ
ん
鳴
い
て
い
て
賑
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離
れ
た
歌
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
す
だ
く
」
は
、
な
か
な
か
に
厄
介

な
展
開
を
見
せ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、「
人
」
に
対

し
て
「
す
だ
く
」
を
用
い
た
の
も
、「
す
だ
く
」
と
い
う
語
の
可
能
性
を

広
げ
た
の
も
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
歌
壇
と

呼
ぶ
ほ
ど
確
立
さ
れ
た
集
団
で
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
彼
ら
が
和
歌
史
に

与
え
た
影
響
は
や
は
り
無
視
で
き
な
い
。

四　

ま
と
め　

　

こ
こ
ま
で
、第
五
十
八
段
の
一
端
と
し
て
、農
作
業
を
詠
ん
だ
歌
と
「
す

だ
く
」
の
用
法
と
い
う
、
二
つ
の
視
点
か
ら
検
証
を
試
み
て
き
た
。
こ
の

二
点
は
、
一
見
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
両
方
に
河
原

院
グ
ル
ー
プ
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
彼
ら
は
貫
之
の
屏

風
歌
に
学
び
つ
つ
も
、
屏
風
歌
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
素
材

に
よ
ら
ず
、
農
作
業
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、「
す
だ
く
」
の
用
法

を
広
げ
、
人
に
対
し
て
用
い
た
の
も
河
原
院
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。

　
『
伊
勢
物
語
』
が
幾
た
び
も
の
増
補
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在
の
形
に

な
っ
た
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
山
本
登
朗
氏
は
『
伊

勢
物
語　

流
転
と
変
転
―
鉄
心
斎
文
庫
本
が
語
る
も
の
』（
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
〈
書
物
を
ひ
ら
く
〉
15　

平
凡
社　

二
〇
一
八
年
八
月
）
の
中
で
、
第

三
十
九
段
で
「
至
は
、
順
が
祖
父
な
り
」
と
「
敬
称
抜
き
で
そ
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
源
順
本
人
、
な
い
し
は
そ
の
親
し
い
友
人

が
伊
勢
物
語
の
増
補
改
作
者
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き

い
」と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
論
を
完
全
に
踏
襲
す
る
形
で
は
あ
る
が
、

順
な
い
し
は
そ
の
親
し
い
友
人
と
は
、
つ
ま
り
河
原
院
グ
ル
ー
プ
で
は
な

い
か
。
今
回
取
り
上
げ
た
第
五
十
八
段
は
、『
伊
勢
物
語
』
が
現
在
の
形

に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
中
で
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ
内
で
流
行
し
て
い
た
農
作
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業
の
歌
と
、「
す
だ
く
」
と
い
う
語
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
、
河
原
院
グ
ル
ー
プ

が
『
伊
勢
物
語
』
の
成
長
の
一
端
を
担
っ
た
可
能
性
を
、
新
た
に
見
出
し

た
わ
け
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
1
）　

第
六
十
一
段
に
「
こ
れ
は
、
色
好
む
と
い
ふ
す
き
者
」
と
筑
紫
の

女
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
場
面
は
あ
る
。

（
2
）　

山
本
登
朗
氏
『
伊
勢
物
語　

流
転
と
変
転
―
鉄
心
斎
文
庫
本
が

語
る
も
の
』（
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
〈
書
物
を
ひ
ら
く
〉
15　

平
凡
社　

二
〇
一
八
年
八
月
）
第
四
章
参
照
。

（
3
）　

一
四
六
番
歌
詞
書
に
「
十
九
日
の
つ
と
め
て
、
た
を
み
れ
ば
う
し

り
い
で
み
な
ひ
と
す
ぢ
も
な
く
な
り
に
け
り
」
と
あ
る
が
、「
う
し
り

い
で
」
で
は
文
意
不
明
。
石
井
文
夫
氏
・
杉
谷
寿
郎
氏
『
大
斎
院
前
の

御
集
注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢
刊
12　

貴
重
本
刊
行
会　

二
〇
〇
二
年

九
月
）
が
「
牛
入
り
て
」
の
誤
り
と
す
る
説
に
し
た
が
っ
て
お
く
。
な

お
、
こ
こ
は
詞
書
に
乱
れ
が
見
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
前
書
に
よ
り
、

一
四
六
番
歌
の
詞
書
か
ら
続
く
と
し
た
。

（
4
）　

前
掲
『
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
』
の
【
補
説
】
に
、
稲
の
全
滅
は

『
日
本
紀
略
』
や
『
小
右
記
』
な
ど
の
記
述
か
ら
炎
旱
よ
る
も
の
だ
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
一
四
六
番
歌
の
「
牛
入
り
て
」
は
旱

魃
の
比
喩
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
説

明
は
な
い
。
ま
た
、天
野
紀
代
子
氏
他
『
大
斎
院
前
の
御
集
全
釈
』（
私

家
集
全
釈
叢
書
37　

風
間
書
房　

二
〇
〇
九
年
五
月
）
の
【
補
説
】
で

は
、「
斎
院
司
の
管
轄
の
田
が
災
難
に
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
牛

の
狼
藉
に
よ
っ
て
全
滅
し
た
こ
と
に
伴
う
、
女
房
た
ち
の
大
騒
ぎ
」
と

し
て
お
り
、
旱
魃
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
5
）　

久
保
木
寿
子
氏「
和
泉
式
部
の
詠
歌
環
境
―
そ
の
始
発
期
―
」（『
国

文
学
研
究
』
第
七
十
一
巻　

早
稲
田
大
学
国
文
学
会　

一
九
八
〇
年
六

月
）
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

松
本
真
奈
美
氏
「
曾
禰
好
忠
「
毎
月
集
」
に
つ
い
て
―
屏
風
歌
受

容
を
中
心
に
―
」（『
國
語
と
國
文
學
』
平
成
三
年
九
月
号　

東
京
大
学

国
語
国
文
学
会　

一
九
九
一
年
九
月
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
7
）　

山
本
登
朗
氏
が
「「
妹
が
あ
ら
を
田
」
考
―
源
順
「
碁
盤
歌
」
を

め
ぐ
っ
て
・
補
説
―
」（『
礫
』
四
月
号
（
通
巻
百
五
十
号
）
礫
の
会　

一
九
九
九
年
四
月
）
に
お
い
て
、
順
の
「
碁
盤
歌
」
と
好
忠
の
「
毎
月

集
」
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

（
8
）　

天
野
紀
代
子
氏
「
和
歌
に
詠
ま
れ
た
農
作
業
―
貫
之
内
裏
屏
風
歌

を
起
点
に
―
」（『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
四
十
四
号　

法
政
大
学

文
学
部　

一
九
九
九
年
三
月
）、
松
本
真
奈
美
氏
の
前
掲
論
文
に
も
、
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貫
之
の
屏
風
歌
と
順
・
好
忠
歌
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

（
9
）　

こ
の「
さ
を
し
か
の
」歌
は
、『
源
順
集
』に
も
入
っ
て
い
る
が
、「
あ

る
と
こ
ろ
の
前
栽
あ
は
せ
の
歌
の
判
」
と
し
て
、こ
の
『
女
四
宮
歌
合
』

の
兵
部
君
の
歌
を
順
の
判
歌
と
と
も
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
『
源
順
集
』
は
数
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。

（
10
）　
『
教
長
集
』
二
六
四
番
歌
に
「
田
子
」
が
、『
林
葉
和
歌
集
』

三
九
六
番
歌
に
「
ぬ
し
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
」
と

い
う
語
に
限
定
し
た
。

＊
散
文
に
お
け
る
「
す
だ
く
」

　
「
す
だ
く
」
と
い
う
語
は
物
語
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
が
、
平
安

時
代
の
も
の
で
は
二
例
確
認
で
き
る
。

・
色
々
の
花
の
木
、
繁
く
生
ひ
た
り
。
小
鳥
は
目
に
近
く
す
だ
け
り
。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』
あ
て
宮
）

・
わ
が
御
殿
の
、
明
け
暮
れ
人
繁
く
て
も
の
騒
が
し
く
、
幼
き
君
た
ち
な

ど
す
だ
き
あ
わ
て
た
ま
ふ
に
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
と
静
か
に
も
の
あ

は
れ
な
り
。 

（『
源
氏
物
語
』
横
笛
）

 

（
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
り
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
用
法
と
言
え
る
が
、
好
忠
の

「
雀
」
の
影
響
も
あ
る
の
か
「
小
鳥
」
に
使
用
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』

は
、
夕
霧
が
自
分
の
家
は
小
さ
い
子
供
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
て
、
い
つ
も

騒
い
だ
り
動
き
回
っ
た
り
し
て
い
る
様
子
と
比
べ
て
、
こ
こ
（
落
葉
の
宮

の
居
所
）
は
と
て
も
静
か
だ
と
感
じ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
人
」
に
対

し
て
用
い
て
は
い
る
が
、
こ
こ
で
は
鳥
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
の
意
思
で
は

制
御
で
き
な
い
も
の
が
集
ま
っ
て
騒
ぐ
イ
メ
ー
ジ
で
用
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
れ
以
降
は
、『
住
吉
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
も
若
干
見
ら

れ
る
が
、
鳥
か
虫
の
例
の
み
で
あ
る
。

（
は
し
も
と　

み
か
／
常
翔
啓
光
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）
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【表１】農作業の歌

作 品 名 計 農作業のみ ＋季節の推移 ＋恋（相聞） ＋述懐 ＋風流
万葉集 （5 7（*5） 7 （9 （
素性集 （ （（（）
古今集 7 （ （（（） （ （
躬恒集 （ （（（） （（（）
忠岑集 （ （（（）
是則集 （ （（（）
貫之集 9 （（（） （（（） （（（） （（（）
公忠集 （ （（（）
後撰集 6 （ 5
清正集 （ （（（）
頼基集 （ （（（）
忠見集 （ （（（） （（（）
宰相中将君達春秋歌合 5 5（5）
元真集 （ （（（）
信明集 （ （（（）
海人手古良集 （ （
安法法師集 （ （（（）
古今和歌六帖 （0 （ （ 6
源順集 9 （（（） （（（） （ （
中務集 （ （（（）
元輔集 （ （（（） （（（）
兼盛集 5 （（（） （（（） （（（）
千穎集 （ （ （
能宣集 （ （（（） （（（）
恵慶法師集 （ （（（） （（（）
賀茂保憲女集 （ （
朝光集 （ （
相如集 （ （
拾遺抄 （ （（（）
好忠集 （6 （ 5 （ （ （
重之集 （ （ （
拾遺集 （ （（長歌）
嘉言集 （ （
四季恋三首歌合 （ （（（）
大弐高遠集 （ （（（）
道済集 （ （（（） （（（）
道明阿闍梨集 （ （ （（（）
東宮学士義忠歌合 （ （（（） （（（）
和泉式部集 （ （（（） （（（） （（（）
大斎院前の御集 （5 （5
公任集 （ （（（）
内裏根合 （ （（（）
家経集 （ （（（）
相模集 （ （
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【表２】「すだく」の用法

作 品 名 計 鳥 虫 蛙 人  その他
万葉集 5 鳥 （ 葦鴨 （ 水鳥 （
女四宮歌合 （ さを鹿 （
古今和歌六帖 （ 鳰鳥 （
兼盛集 （ 人 （
平中物語 （ 人 （
能宣集 （ 蛙 （
恵慶法師集 （ 人 （
賀茂保憲女集 （ 蛍 （
大和物語 （ 人 （
好忠集 （ 雀 （ 虫 （ 蛙 （
重之集 （ 蛙 （
和泉式部集 （ さを鹿 （
大斎院前の御集 （ 蛙 （
弘徽殿女御歌合長久二年 （ 蛙 （
六条斎院歌合（天喜四年） （ 蛙 （
六条斎院歌合（天喜五年） （ 蛍 （
伊勢大輔集 （ 虫 （
相模集 （ 蛙 （
若狭守通宗朝臣女子達歌合 （ 鴛鴦 （

（後拾遺和歌集） （ （蛙 （） （人 （）
左兵衛佐師時家歌合 （ 蛍 （
禖子内親王家歌合五月五日 （ 蛍 （
経信集 （ 蛙 （
散位源広綱朝臣歌合 （ 蛙 （
堀河百首 9 鳰鳥 （ 水鳥 （ あじむら （ 虫 （ くつわ虫 （ 蛍 （ をしか （
永久百首 6 鴛鴦 （ 鳰鳥 （ 夏虫 （ 蛙 （
右兵衛督家歌合 （ 蛍 （
俊忠集 （ 夏虫 （
西国受領歌合 （ 春駒 （
散木奇歌集 （ くつわ虫 （
新撰朗詠集 （ 虫 （
為忠家初度百首 6 水鳥 （ 鴛鴦 （ 鈴鴨 （ 虫 （ 松虫 （ 蛍 （
行宗集 （ 蛍 （
久安百首 （ むら鳥 （ 鈴虫 （ 蛍 （
忠盛集 （ 人 （
和歌一字抄 （ 鈴虫 （ 蛍 （
和歌童蒙抄 （ 浜千鳥 （
出観集（覚性法親王） （ 蛍 （
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【表２】「すだく」の用法（続き）

作 品 名 計 鳥 虫 蛙 人 その他
建春門院北面歌合 （ 鴨鳥 （
広田社歌合承安二年 （ 鳥 （
三井寺新羅社歌合 （ 子規 （ 人 （
教長集 （ 蛍 （ 田子 （
風情集（公重） （ 雀 （ 蛍 （
治承三十六人歌合 （ 鴛鴨 （
頼政集 （ さい （
重家集 （ 蛍 （
有房集 （ 蛍 （
二条院讃岐集 （ 虫 （
長明集 （ 蛍 （
皇太后宮大進集 （ 蛍 （
月詣和歌集 （ 虫 （
高倉院昇霞記 （ 蛍 （
寂蓮無題百首 （ 夏虫 （
千載和歌集 （ 葦鴨 （
宮河歌合 （ きりぎりす （
残集 （ 人 （
俊成五社百首 （ 夏虫 （
林葉和歌集（俊恵） （ 蛍 （ ぬし （
林下集（実定） （ うぐいす （ 蛍 （
殷富門院大輔集 （ あじむら （ 蛙 （
実家集 （ きりぎりす （ 蛍 （
宝物集 （ 人 （
六百番歌合 5 蛍 （ 蛙 （
御室五十首 （ 蛍 （
正治初度百首 （ むらすずめ （ 蛍 （ 蛙 （
通親亭影供歌合 （ 蛙 （
朗詠百首（隆房） （ 蛍 （
内裏詩歌合建保元年二月 （ 松虫 （
内裏歌合建保元年閏九月 （ 虫 （
明日香井和歌集（雅経） （ 蛙 （
為家千首 （ 魚 （
拾玉集（慈円） 7 水鳥 （ むら鳥 （ 虫 （ 蛍 （ 蛙 （
露色随詠集（鑁也） （ いろ （
土御門院御集 （ 鴛鴦 （
範宗集 （ 蛍 （
拾遺愚草 （ 蛍 （ 蛙 （
拾遺愚草員外 （ 人 （


