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（
1
）

 
新
勅
撰
和
歌
集
の
秋
部
（
巻
第
四
 
秋
歌
上
、
巻
第
五
 
秋
歌
下
）
の
歌

を
、
配
列
順
に
主
題
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
〔
秋
歌
上
〕
立
秋
3
、
秋
風
7
、
露
1
、
秋
風
-
、
秋
思
-
、
秋
風
2
、

 
七
夕
1
3
、
秋
思
-
、
荻
β
㌔
秋
思
1
、
松
虫
3
、
萩
4
、
秋
思
1
、
萩
6
、

 
女
郎
花
4
、
藤
ば
か
ま
一
、
薄
4
、
荒
れ
た
庭
2
、
朝
顔
1
、
秋
月
2
2
、
田

 
家
秋
興
1
、
霧
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
秋
上
 
8
8
首
）

 
〔
秋
歌
下
〕
秋
月
1
4
、
秋
夜
2
、
稲
刈
1
・
、
秋
思
1
、
秋
田
1
噛
鹿
1
1
、
菊

 
7
、
雁
2
、
き
ぬ
た
1
0
、
初
霜
1
、
月
2
、
紅
葉
2
、
時
雨
2
、
紅
葉
1
、
．

 
木
枯
1
、
紅
葉
1
7
、
暮
秋
4
、
九
月
尽
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
（
植
下
 
8
1
首
Y

こ
れ
を
八
代
集
に
お
け
る
秋
部
の
歌
の
主
題
配
列
豪
に
比
べ
る
と
・
次
の

相
違
が
明
ら
か
と
な
る
。

 
（
一
）
新
古
今
集
に
あ
っ
て
新
勅
撰
集
に
な
い
主
題
。

 
ま
が
き
の
花
（
新
古
今
一
首
）
秋
の
野
の
花
（
新
古
今
三
首
）
か
る
か
や
（

 
千
載
四
首
、
，
新
古
今
一
首
）
秋
夕
（
後
…
撰
三
首
、
千
載
三
首
、
新
古
三
十

 
首
）
稲
妻
（
新
古
今
二
首
）
鶉
（
後
拾
遺
二
言
、
新
古
今
三
首
）

 
（
二
）
八
代
集
の
い
ず
れ
に
も
な
く
て
新
勅
撰
集
に
あ
る
主
題
。

 
荒
れ
た
庭
（
二
首
）
田
家
秋
興
（
一
首
）
，

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
こ
の
新
勅
撰
集
に
お
け
る
善
部
の
構
成
と
特
質
と
に
つ
い
て
、
次
に
（
1
）

か
ら
（
5
）
ま
で
の
項
目
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
（
1
）
新
し
い
主
題
の
歌
の
入
集

 
八
代
集
に
お
い
て
は
な
か
っ
た
主
題
で
、
新
勅
撰
集
に
お
い
て
初
め
て
採
り

上
げ
ら
れ
た
主
題
に

「
荒
れ
た
庭
」
 
（
二
首
）
と
「
田
家
秋
興
」
 
（
一
首
）
と
が
あ
る
。

 
「
荒
れ
た
庭
」
と
い
う
主
題
の
歌
と
認
あ
た
二
首
は
、
，
秋
上
の
、

 
 
 
閑
庭
荻
を
よ
め
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
成
宗

 
脚
い
く
秋
の
風
の
宿
り
と
な
り
ぬ
ら
ん
跡
だ
え
は
つ
る
庭
の
を
ぎ
は
ら

 
 
 
題
し
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前
大
僧
正
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励
ぬ
し
は
あ
れ
ど
野
と
な
り
に
け
る
ま
が
き
か
な
を
が
や
が
下
に
う
づ
ら
な

 
 
く
な
り

で
あ
る
。
な
お
（
そ
の
す
ぐ
前
に
置
か
れ
て
い
る
歌
、

 
 
 
閑
庭
薄
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
信
実
朝
臣

 
脇
ま
ね
け
と
で
植
ゑ
し
す
す
き
の
ひ
と
も
と
に
と
は
れ
ぬ
庭
そ
し
げ
り
は

 
 
て
ぬ
る

は
、
「
す
す
き
」
と
い
う
主
題
の
歌
四
首
の
中
の
最
後
の
歌
で
あ
る
が
、
．
「
荒

れ
た
庭
」
の
歌
で
あ
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
八
代
集
の
中
で
「
荒
れ
た
庭
」
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、

 
古
今
・
秋
上
脇
僧
正
遍
昭
「
里
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
ま

・
が
き
も
秋
の
野
ら
な
る
」
 
（
岸
上
慎
二
氏
は
「
秋
の
野
」
を
主
題
と
し
た
歌

 
と
し
て
お
ら
れ
る
。
）

 
千
載
・
秋
上
㎜
公
任
「
と
き
し
も
あ
れ
秋
ふ
る
さ
と
に
き
て
み
れ
ば
庭
は
野

 
べ
と
も
な
り
に
け
る
か
な
」
 
（
岸
上
氏
は
「
秋
思
」
を
主
題
と
し
た
歌
と
し

 
て
お
ら
れ
る
。
）

が
あ
る
。

 
右
の
新
勅
撰
細
の
歌
は
、
前
掲
の
古
今
脇
僧
正
遍
昭
の
歌
、
お
よ
び
、

 
古
今
・
雑
下
国
よ
み
無
し
ら
ず
「
野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
鳴
き
て
年
は
へ
ん

 
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
こ
ざ
ら
ん
」
 
（
伊
勢
物
語
「
野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と

 
な
り
て
鳴
き
を
ら
ん
狩
に
だ
に
や
は
君
は
こ
ざ
ら
ん
」
）

と
の
二
つ
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
次
に
、
新
勅
…
撰
脚
の
歌
は
、

 
古
今
・
春
下
7
6
素
性
法
師
「
花
ち
ら
す
風
の
や
ど
り
は
た
れ
か
し
る
わ
れ
に

 
教
へ
よ
行
き
て
恨
み
む
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
新
古
今
・
恋
四
伽
藤
原
保
季
「
か
た
み
と
て
ほ
の
ふ
み
わ
け
し
跡
も
な
し
来

 
し
は
昔
の
庭
の
を
ぎ
は
ら
」

を
ふ
ま
え
て
お
り
、
上
句
の
「
い
く
秋
の
風
の
宿
り
と
な
り
つ
ら
ん
」
に
よ
っ

て
、
長
い
間
訪
れ
る
人
と
て
も
な
く
、
た
だ
風
の
宿
り
と
な
っ
て
い
た
と
い
う

空
虚
な
感
じ
を
余
情
と
し
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
㎜
の
歌
も
細
の
歌
も
、
と
も
に
表
現
面
は
平
明
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
ふ
ま
え
て
い
る
も
と
の
歌
を
連
想
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
然

と
人
事
、
過
去
と
現
在
、
幻
想
と
現
実
と
を
交
錯
さ
せ
て
、
物
語
的
世
界
を
表

わ
し
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
荒
れ
た
庭
」
の
歌
二
首
を
定
家
が

こ
こ
に
配
置
し
た
構
成
上
の
効
果
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
に
、
「
田
家
秋
興
」
と
い
う
主
題
の
歌
は
、
秋
上
の
、

 
 
 
白
河
院
鳥
羽
殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
田
家
秋
興
と
い
へ
る
 
 
 
、

 
 
 
心
を
を
の
こ
ど
も
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
大
納
言
宗
通

 
胴
し
つ
の
を
の
か
ど
田
の
稲
の
か
り
に
き
て
あ
か
で
も
け
ふ
を
く
ら
し
つ
る

 
 
か
な

の
一
首
で
あ
る
。
 
（
作
者
は
金
葉
集
初
出
歌
人
で
あ
る
。
）
こ
の
歌
に
詠
ま
れ

て
い
る
内
容
と
通
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
る
歌
を
八
代
集
に
求
め
る
と
、

 
千
載
・
秋
上
発
源
俊
頼
「
さ
ま
ざ
ま
に
心
ぞ
と
ま
る
み
や
ぎ
の
の
花
の
い
ろ

 
い
ろ
む
し
の
こ
ゑ
ご
ゑ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
 
 
ヲ

 
千
載
・
秋
上
旧
く
（
詞
書
）
野
花
留
・
客
と
い
へ
'
る
心
を
よ
め
る
V
源
二
男
「

 
秋
来
れ
ば
宿
に
と
ま
る
を
旅
ね
に
て
野
べ
こ
そ
つ
ひ
の
す
み
か
な
か
け
れ
」

 
（
以
上
の
二
首
は
「
秋
の
野
」
を
主
題
と
す
る
歌
群
中
の
二
首
で
あ
る
。
）
．
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を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
思
う
に
、
秋
の
歌
と
な
る
と
、
と
か
く
哀
愁
の
色
調
一
色
に
流
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
て
、
秋
の
自
然
を
楽
し
む
と
い
う
一
面
が
見
捨
て
ら
れ
が
ち
に
な
る
。
そ

て
で
、
秋
の
自
然
を
楽
し
む
と
い
う
気
持
を
強
く
出
し
た
こ
れ
ら
の
歌
は
、
そ

の
よ
ヶ
な
単
調
な
傾
向
に
す
べ
て
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
救
っ
て
、
秋
の
歌
の
・

構
成
を
多
面
的
立
体
的
な
も
の
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ

の
よ
う
に
新
勅
撰
集
胴
の
「
田
家
秋
興
」
の
歌
は
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
」
（
2
）
主
題
ご
と
の
構
成
の
特
色

 
主
題
ご
と
の
構
成
に
著
し
い
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
も
の
の
い
く
つ
か
を
次

に
あ
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
（
3
）

 
そ
の
中
で
「
七
夕
」
の
歌
十
三
首
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
暴
投
に
お
い
て
考

察
し
、
新
古
今
集
の
「
七
夕
」
の
歌
十
五
首
の
構
成
の
模
倣
に
陥
る
こ
と
な

く
、
配
列
の
妙
を
得
て
独
自
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

 
新
勅
撰
集
の
秋
部
に
お
け
る
主
題
ご
と
の
構
成
の
特
色
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、
「
秋
思
」
の
歌
五
首
の
分
割
配
置
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
」

 
そ
も
そ
も
八
代
集
に
お
い
て
「
秋
思
」
と
い
う
主
題
の
歌
は
、
後
撰
集
の
秋

中
に
四
首
（
-
」
皿
コ
3
～
3
り
0
3
）
と
秋
下
に
一
首
（
螂
）
、
千
載
集
の
翼
下
に
四
首
（
鋤
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ

細
）
の
一
群
と
二
首
（
0
1
【
」
「
ヘ
リ
0
0
3
）
の
一
群
、
新
古
今
集
の
秋
上
に
三
首
（
細
～
説

）
の
一
群
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
勅
撰
集
に
一
群
あ
る
い
は
二
群
を

置
く
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
の
に
、
新
勅
撰
集
忙
お
い
て
は
五
首
を
一
首
ず
つ

切
躯
離
し
て
配
置
し
て
い
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
配
置
を
見
て
み
よ
う
。

，
早
秋
と
い
へ
ば
も
の
を
ぞ
思
ふ
山
の
は
に
い
さ
よ
ふ
雲
の
夕
暮
の
空
（
式
子

 
 
内
親
王
）

新
勅
撰
和
歌
集
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こ
の
歌
は
「
七
夕
」
の
歌
の
十
三
首
と
、
「
荻
」
の
歌
三
首
と
の
間
に
置
か
れ
、

「
七
夕
」
と
い
う
天
上
に
関
す
る
歌
群
が
終
っ
て
地
上
の
秋
の
歌
に
転
換
し
よ

う
と
す
る
に
当
た
っ
て
、
地
上
に
お
け
る
主
情
性
を
、
特
に
こ
の
場
合
は
天
上

に
近
い
と
こ
ろ
の
「
山
の
は
に
い
さ
よ
ふ
雲
の
夕
暮
の
空
」
に
向
か
っ
て
の
「

も
の
思
い
」
と
い
う
主
情
性
を
流
し
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
泌
い
か
に
．
し
て
も
の
思
ふ
人
の
す
み
か
に
は
秋
よ
り
ほ
か
の
里
を
た
つ
ね
ん

 
 
（
相
模
）
 
（
定
家
本
相
模
集
で
は
第
五
句
は
「
も
と
め
む
」
に
、
詞
書
は

 
 
「
む
し
の
こ
ゑ
ご
ゑ
を
き
き
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
〈
久
保
田
淳
氏
『
新

 
 
古
今
和
歌
集
全
評
釈
、
第
二
巻
』
四
〇
三
ペ
ー
ジ
V
）

こ
の
、
秋
か
ら
の
脱
出
を
願
う
発
想
の
、
苦
し
い
民
情
の
歌
は
、
「
荻
」
の
歌

三
首
と
「
松
虫
」
の
歌
三
首
と
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
の
、

 
（
3
2
2
）
荻
の
葉
に
風
の
音
せ
ぬ
秋
も
あ
ら
ば
涙
の
ほ
か
に
月
は
見
て
ま
し

 
 
（
入
道
二
品
親
王
道
助
）

 
（
4
2
2
）
、
を
ぎ
の
葉
に
ふ
き
と
ふ
き
ぬ
る
秋
風
の
涙
さ
そ
は
ぬ
夕
暮
ぞ
な
き
（

 
 
公
経
）
，
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
＼

の
「
荻
」
の
歌
は
強
い
感
傷
的
な
拝
情
の
あ
ふ
れ
た
歌
で
あ
っ
て
、
次
の
蹴
の

歌
は
「
秋
の
夜
を
こ
ゑ
も
す
が
ら
に
あ
く
る
松
虫
」
と
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ

る
。
そ
の
境
目
に
こ
の
泌
の
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

 
次
に
、

 
獅
秋
と
い
へ
ば
心
の
色
も
か
は
り
け
り
な
に
ゆ
ゑ
と
し
も
思
ひ
そ
め
ね
ど

 
 
（
母
親
）

の
歌
は
、
「
秋
風
」
を
主
題
と
す
る
歌
の
中
に
割
り
込
ま
せ
て
配
置
さ
れ
、

 
鵬
愚
亭
と
秋
の
花
と
を
こ
き
ま
ぜ
て
わ
く
こ
と
か
た
き
わ
が
心
か
な
（
柿
本

 
 
人
磨
）
 
（
柿
本
集
で
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
万
葉
集
巻
十
に
お
い
て

＼
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は
、
詠
レ
露
「
白
露
と
秋
の
萩
と
は
恋
ひ
み
だ
れ
わ
く
こ
と
か
た
き
わ
が

 
 
心
か
も
」
と
な
っ
て
い
る
。
）

の
歌
は
、
 
「
萩
」
の
歌
十
首
の
間
に
割
り
込
ま
せ
て
置
か
れ
、

 
㎜
唐
衣
ほ
せ
ど
た
も
と
の
露
け
き
は
わ
が
身
の
秋
に
な
れ
ば
な
り
け
り
（
詞

 
 
書
「
寛
平
御
櫛
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

の
歌
は
、
「
稲
刈
」
の
歌
一
首
と
「
秋
田
」
の
歌
一
首
と
の
間
に
置
か
れ
て
い

る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
獅
㎜
甥
の
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
前
後
の
歌
が
平
淡

な
歌
で
し
か
も
主
情
性
に
乏
し
く
、
こ
れ
ら
の
歌
が
そ
こ
に
強
い
主
情
性
を
流

し
込
ん
で
変
化
を
与
え
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
．

 
次
に
、
新
勅
撰
集
の
秋
部
の
「
霧
」
を
主
題
と
し
た
六
首
に
注
目
し
よ
う
。

 
八
代
集
に
お
い
て
「
霧
」
を
主
題
と
し
た
歌
の
数
は
、
後
言
3
、
後
拾
遺

3
、
金
葉
2
、
詞
花
1
、
、
新
古
今
6
で
あ
っ
て
、
新
古
今
回
よ
り
も
規
模
を
縮
「

慰
し
た
新
勅
撰
集
に
お
け
る
六
首
は
、
・
数
の
上
か
ら
見
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
．

 
新
勅
撰
集
に
お
け
る
「
霧
」
の
歌
六
首
の
中
に
、
「
煙
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌

が
，
三
首
、

 
掘
夜
半
に
た
く
か
び
や
が
け
ぶ
り
立
ち
そ
ひ
て
朝
霧
深
し
を
や
ま
だ
の
原

 
 
（
慈
円
）

 
卿
も
し
ほ
や
く
け
ぶ
り
も
霧
に
う
つ
も
れ
ぬ
す
ま
の
関
や
の
秋
の
夕
暮

 
 
（
慈
円
）

 
㎜
け
ぶ
り
だ
に
そ
れ
之
も
見
え
ぬ
夕
霧
に
な
ほ
し
た
も
え
の
あ
ま
の
も
し
ほ

 
 
火
（
詞
書
「
海
霧
と
い
へ
る
心
を
」
、
知
家
）

と
並
べ
て
あ
る
の
は
著
［
し
い
特
色
で
あ
る
。
・

 
と
こ
ろ
で
、
八
代
集
に
お
け
る
「
霧
」
を
主
題
と
し
た
歌
で
「
煙
」
を
詠
み

入
れ
た
歌
は
、

 
後
撰
・
秋
中
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
浦
ち
か
く
た
つ
秋
霧
は
如
し
ほ
や
く
煙
と

 
の
み
ぞ
見
え
わ
た
ヶ
け
る
」

だ
け
で
あ
る
。
と
の
歌
に
お
い
て
は
霧
が
煙
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
煙
は
実
際
の
煙
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
新
勅
撰
集
に
お
け
る
煙

は
み
な
実
際
の
煙
で
あ
っ
て
、
騰
這
出
の
三
つ
の
歌
は
「
煙
と
霧
」
と
の
そ
れ

ぞ
れ
三
様
の
風
景
を
詠
ん
で
い
る
。

 
な
お
、
右
の
脇
卿
㎜
の
三
つ
の
歌
の
前
後
の
歌
は
、

 
脳
い
と
ど
し
く
も
の
思
ふ
宿
を
霧
こ
め
て
な
が
む
る
空
も
見
え
ぬ
け
さ
か
な

 
 
（
藤
原
道
信
）

 
脚
ふ
み
わ
け
ん
も
の
と
も
見
え
ず
朝
ぼ
ら
け
竹
の
は
山
の
霧
の
下
露

 
 
（
家
蚕
）

 
脚
を
ぐ
ら
山
ふ
も
と
を
こ
む
る
夕
霧
に
た
ち
も
ら
さ
る
る
さ
を
し
か
の
こ
ゑ

 
 
（
西
行
法
師
）

で
あ
っ
て
、
新
古
今
集
に
お
け
る
、

「
村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
ま
き
の
葉
に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
（
寂
蓮
法
師
）

 
ふ
も
と
を
ば
宇
治
の
川
霧
立
ち
こ
め
て
雲
み
に
見
ゆ
る
朝
日
山
か
な
（
公
実
）

の
よ
う
な
、
真
木
の
葉
の
あ
た
り
か
ら
霧
が
立
ち
こ
め
る
と
か
、
川
霧
が
ふ
，

も
ど
に
立
ち
て
め
て
い
る
峰
の
上
部
が
空
に
高
く
見
え
る
と
い
う
風
景
は
な
く

て
、
一
面
に
霧
の
深
い
趣
を
ひ
た
す
ら
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
歌
ば
か
り
で
統
」

し
て
構
成
し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

 ．

i
3
）
平
淡
な
歌

 
新
勅
撰
集
秋
部
に
は
、
古
歌
・
先
行
歌
の
内
容
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
歌
が
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か
な
り
多
く
採
ら
れ
て
い
る
。
次
に
例
を
あ
げ
る
。

 
囑
き
の
ふ
に
は
か
は
る
と
な
し
に
吹
く
風
の
音
に
ぞ
秋
は
空
に
し
ら
る
る

 
 
（
師
頼
）

 
（
参
考
歌
）
古
今
・
秋
上
鵬
藤
原
敏
行
「
酬
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え

 
 
．
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」

 
餅
く
れ
ゆ
か
ば
空
の
け
し
き
も
い
か
な
ら
ん
け
さ
だ
に
か
な
し
秋
の
初
風

 
 
」
（
家
団
）

 
（
参
考
歌
）
後
撰
・
秋
上
脚
よ
み
人
し
ら
ず
「
秋
風
の
う
ち
ふ
き
そ
む
る

 
 
夕
ぐ
れ
は
空
に
心
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る
」

 
螂
音
た
て
て
い
ま
は
た
吹
き
ぬ
わ
が
宿
の
を
ぎ
の
う
は
葉
の
秋
の
初
風

 
 
（
為
家
）

 
（
参
考
歌
）
拾
遺
・
秋
㎜
貫
之
「
を
ぎ
の
葉
に
そ
よ
ぐ
音
こ
そ
秋
風
の
人
に

 
 
知
ら
る
る
初
め
な
り
け
れ
」

 
㎜
あ
し
び
き
の
山
下
風
の
い
つ
の
ま
に
音
ふ
き
か
へ
て
秋
は
来
ぬ
ら
ん

 
 
（
藤
原
資
季
）

 
（
参
考
歌
）
千
載
・
秋
上
晒
侍
従
乳
母
．
「
秋
た
っ
と
き
送
つ
る
か
ら
に
わ
が

 
 
宿
の
を
ぎ
の
葉
風
の
吹
き
か
は
る
ら
む
」

 
㎜
幸
す
ぎ
て
け
ふ
や
い
く
か
に
な
り
ぬ
ら
ん
衣
手
涼
し
夜
半
の
秋
風

 
 
（
教
実
）

 
（
参
考
歌
）
拾
遺
・
秋
仁
安
由
仁
「
茎
立
ち
て
幾
か
も
あ
ら
ね
ど
こ
の
ね
ぬ

 
 
る
朝
げ
の
嵐
は
た
も
と
涼
し
も
」

そ
れ
ぞ
れ
の
参
考
歌
と
比
較
す
る
と
、
右
の
新
勅
撰
集
の
歌
は
お
の
ず
か
ら
感

じ
ら
れ
る
情
感
を
重
ん
じ
た
表
現
に
変
化
さ
せ
て
は
い
る
。
し
か
b
な
が
ら
、

大
き
く
見
れ
ば
古
歌
・
先
行
歌
の
発
想
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
歌
で
あ
っ

新
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
三
部
の
構
成
と
特
質

て
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
あ
る
こ
と
が
、
新
勅
撰
集
に
平
淡
な
歌
が
多
い
と
い
う

印
象
を
与
え
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
（
4
）
新
＋
口
今
歌
風
の
系
譜
に
連
な
る
歌

 
前
項
（
3
）
で
述
べ
た
よ
う
な
平
淡
な
歌
に
ま
じ
っ
て
新
古
今
歌
風
の
系
譜

に
連
な
る
歌
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
も
そ
も
、
新
古
今
歌
風
の
特
色
を
最
も
よ
く
そ
な
え
て
い
る
歌
は
、
巧
緻
な

三
つ
づ
き
を
用
い
、
詞
を
複
雑
に
か
ら
み
合
わ
せ
、
そ
の
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ

を
錯
綜
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
と
人
事
、
過
去
と
現
在
と
を
交
錯
融
合
さ

せ
、
耽
美
的
幻
想
的
陶
酔
的
な
境
地
に
誘
い
込
む
気
分
的
な
美
し
さ
を
漂
わ
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

た
歌
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
は
小
島
吉
雄
氏
に
よ
っ
て
気
分
的
象
徴
歌
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
新
勅
撰
集
の
三
部
の
歌
で
気
分
象
徴
歌
を
あ
げ
る
と
、

次
の
脚
の
歌
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

 
 
 
秋
歌
よ
み
侍
け
る
に
 
 
 
 
 
 
 
侍
従
具
定
母

 
謝
う
き
世
を
も
あ
き
の
す
ゑ
葉
の
つ
ゆ
の
身
に
お
き
ど
こ
ろ
な
き
袖
の
月

 
か
げ

こ
の
歌
に
お
け
る
「
あ
き
の
末
葉
」
の
語
は
、
既
に
、
千
載
・
秋
下
甑
式
子
内

 
親
王
「
草
も
木
も
秋
の
末
葉
は
見
え
ゆ
く
に
月
こ
そ
色
は
変
ら
ざ
り
け
れ
」

 
新
古
今
・
．
雑
上
㎜
行
宗
「
花
す
す
き
梱
の
末
葉
に
な
り
ぬ
れ
ば
こ
と
そ
と
も

 
な
く
露
そ
こ
ぼ
る
る
」

に
用
例
が
あ
り
、
「
つ
ゆ
の
身
」
〔
お
き
ど
こ
ろ
な
し
」
に
つ
い
て
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
イ
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
金
葉
・
雑
上
晒
「
草
の
葉
に
な
び
く
も
し
ら
で
露
の
身
の
お
き
由
な
く
な
げ

 
く
こ
ろ
か
な
」

の
用
例
が
あ
る
。

 
こ
の
脚
の
歌
は
、
右
に
あ
げ
た
金
葉
集
の
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
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れ
る
。
侍
従
具
定
母
（
殴
俊
成
女
）
は
こ
の
歌
に
お
い
て
、
「
あ
き
」
を
「
秋
」

と
「
飽
き
」
と
の
掛
詞
と
し
て
用
い
、
 
「
秋
の
末
葉
の
露
」
を
自
然
の
景
物
と

し
て
の
意
と
わ
が
身
の
晩
年
の
消
え
そ
う
な
命
の
意
と
の
両
方
を
表
わ
し
、
「

露
の
身
の
涙
」
と
い
う
述
懐
と
袖
の
涙
に
宿
る
月
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
か
ら

み
合
わ
せ
て
、
気
分
的
象
徴
歌
と
し
て
い
る
。

 
次
に
、

 
 
 
題
し
ら
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
F
 
 
．
 
 
 
 
 
如
願
法
師

 
鋤
さ
を
し
か
の
な
く
ね
も
い
た
く
ふ
け
に
け
り
あ
ら
し
の
の
ち
の
山
の
は

 
 
の
月

 
 
 
月
虹
菊
と
い
へ
る
こ
、
こ
ろ
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
馳
鎌
倉
右
大
臣

 
鎚
ぬ
れ
て
を
る
袖
の
月
か
げ
ふ
け
に
け
り
ま
が
き
の
菊
の
花
の
上
の
露

の
二
首
に
お
け
る
「
ふ
け
に
け
り
」
の
表
現
に
注
目
し
よ
ヶ
。

 
右
の
「
ふ
け
に
け
り
」
の
表
現
を
考
え
る
に
当
光
っ
て
、
和
歌
に
お
け
る
こ

の
動
詞
「
ふ
く
」
の
幾
つ
か
の
用
例
に
当
た
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
「
秋
ふ

け
ぬ
（
新
古
今
・
秋
下
田
）
」
 
「
さ
よ
ふ
け
て
（
新
古
今
・
秋
下
畑
）
」
「
わ

が
世
の
い
た
く
ぶ
け
に
け
る
か
な
（
拾
遺
・
雑
上
郷
）
」
「
わ
が
よ
や
い
た
く

ふ
け
ぬ
ら
ん
（
新
勅
撰
・
秋
箏
柱
）
」
は
、
比
較
的
平
明
な
表
現
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
右
の
新
勅
撰
集
の
㎜
錨
に
似
た
表
現
は
、

．
新
古
今
・
秋
上
卿
定
家
「
さ
む
し
ろ
や
ま
つ
夜
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
か
た

 
し
く
宇
治
の
は
し
姫
」

 
新
古
今
・
秋
上
燭
源
家
長
「
秋
の
面
し
の
に
宿
か
る
影
た
け
て
を
ざ
さ
が
原

、
に
露
ふ
け
に
け
り
」

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
枷
の
「
秋
の
風
ふ
け
て
」
の
意
味
は
「
秋
の
夜
の
風
の

 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

様
子
に
夜
ふ
け
を
感
じ
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
鰯
の
コ
露
ふ
け
に

け
り
」
の
意
味
は
、
あ
る
注
釈
書
の
よ
う
に
「
露
が
深
く
置
き
、
夜
も
更
サ
た

よ
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
感
じ
方
と
し
て
は
ゴ
露
」
と
「
夜
」
と
を
二

元
的
に
と
ら
え
た
の
で
は
な
く
て
、
 
「
露
の
様
子
に
夜
ふ
け
を
感
じ
た
よ
」
の

 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

意
で
あ
り
、
窪
田
空
穂
氏
が
「
置
く
露
は
夜
更
け
を
思
わ
せ
て
繁
く
な
っ
て
き

た
こ
と
で
あ
る
よ
」
と
し
て
お
ら
れ
る
の
を
適
訳
と
考
え
た
い
。
こ
の
「
露
ふ

け
に
け
り
」
は
、
久
保
田
淳
氏
が
「
秀
句
的
な
表
現
で
あ
り
、
野
心
的
な
表
現

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
．
繊
細
微
妙
な
感
受

性
に
訴
え
る
表
現
で
あ
る
。

 
右
に
あ
げ
た
新
勅
撰
集
の
鋤
鵬
の
歌
の
そ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鹿
の
な

く
ね
が
夜
ふ
け
層
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
」
「
袖
の
月
か
げ
が
夜
ふ
け

を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
と
も
に
新
古
今

歌
風
の
特
徴
で
あ
る
、
繊
細
な
感
覚
に
惹
か
れ
、
繊
細
な
感
受
性
に
訴
え
る
表

現
で
あ
る
。

 
（
5
）
新
し
い
情
感
を
盛
っ
た
歌
の
入
集

 
右
に
指
摘
し
た
以
外
の
歌
で
、
特
に
新
し
い
情
感
を
盛
っ
た
歌
を
次
に
あ
げ

て
み
る
。

 
 
 
養
和
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
百
首
歌
よ
み
侍
け
る
秋
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
中
納
言
定
家

 
鰯
あ
ま
の
は
ら
思
へ
ば
か
は
る
色
も
な
し
秋
こ
そ
月
の
光
な
り
け
れ

右
の
歌
は
、
定
家
が
初
学
百
首
（
養
和
元
年
1
1
一
一
八
一
・
定
家
二
〇
歳
の
と

き
）
の
中
一
首
と
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
新
勅
撰
集
の
歌
の
平
淡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

味
を
示
す
歌
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
か
の
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば
が
複

雑
に
か
ら
み
合
わ
さ
れ
て
複
雑
な
夢
幻
味
を
か
も
し
出
す
、
い
わ
ゆ
る
も
み
も
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み
と
し
た
気
分
的
象
徴
歌
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
こ
の
歌
は
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
、
平
明
な
表
現
の
歌
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

 
 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
は
、
意
味
内
容
σ
上
で
、

（
A
）
あ
ま
の
は
う
-
恵
へ
ば
A
㏄
 
鞍
脆
黙
り
け
れ

と
い
う
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
 
（
A
）
と
（
B
）
と
の
間
に
は
〈
秋
と
い
へ
ど

も
〉
と
い
う
語
句
の
省
略
が
あ
り
、
 
（
B
）
と
（
C
）
と
の
問
に
は
〈
そ
う
で

は
あ
る
が
〉
と
い
う
語
句
の
省
略
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
含

・
蓄
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
「
あ
ま
の
は
ら
…
…
思
へ
ば
・
一
：
：
か
は
る

色
も
な
し
」
と
、
い
ち
お
う
打
ち
消
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
そ
う
で
は
あ
る

が
、
秋
は
月
の
光
に
象
徴
．
さ
れ
て
い
る
」
「
月
の
光
が
大
空
に
遍
満
し
て
き
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

い
る
秋
の
感
じ
の
生
き
た
象
徴
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
、
鋭
い
感
覚
を
も
ち

な
が
ら
歌
境
に
沈
潜
し
た
と
こ
ろ
が
ら
生
ま
れ
た
微
妙
な
深
い
感
じ
を
表
現
し

て
い
る
歌
な
の
で
あ
る
つ
し
た
が
っ
て
、
単
に
平
淡
な
歌
と
い
う
批
評
で
も
っ

て
新
勅
撰
集
の
多
数
の
歌
と
一
括
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
な

お
、
こ
の
歌
は
、
直
観
的
に
色
彩
に
よ
る
微
妙
な
感
覚
を
求
め
よ
う
と
し
て
、

最
終
的
に
は
色
彩
だ
け
で
な
い
と
こ
ろ
の
微
妙
な
深
い
感
じ
の
把
握
に
到
達
し

て
い
る
。
こ
の
意
味
に
に
お
い
て
、
峯
村
文
人
氏
が
、
こ
の
歌
を
新
古
今
集
の

 
「
三
夕
の
歌
」
の
一
首
、

 
さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
ま
き
立
つ
山
の
秋
の
夕
暮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
秋
上
、
朝
里
法
師
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

の
源
泉
で
あ
る
ど
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
に
、
新
勅
撰
集
の
秋
歌
に
お
い
て
、
古
歌
・
先
行
歌
の
内
容
に
き
わ
め
て

類
似
し
た
歌
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
和
歌
集
に
平
淡
な
歌
が
多

新
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
三
部
の
構
成
と
特
質

い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
（
．
3
）
に
お
い
て
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
》
古
典
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
歌
で

も
、
よ
く
見
れ
ば
本
歌
と
の
わ
ず
か
な
差
異
が
新
し
い
情
感
を
出
し
て
い
る
歌

の
例
を
一
つ
あ
げ
て
お
こ
う
。

 
 
 
家
に
百
首
歌
よ
み
侍
け
る
に
早
秋
の
心
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
信
実
朝
臣

 
蹴
よ
る
波
の
涼
し
く
も
あ
る
か
レ
き
た
へ
の
そ
で
し
の
う
ら
の
秋
の
は
つ

 
 
か
ぜ
・

右
の
歌
鳳
洞
院
摂
政
家
百
首
（
貞
永
元
年
h
一
二
三
二
）
の
中
の
一
首
と
し
て

詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
本
歌
は
、

 
古
今
・
秋
上
珊
貫
之
「
川
風
の
涼
し
く
も
あ
る
か
打
寄
す
る
浪
と
と
も
に
や

 
秋
は
立
つ
ら
む
」

で
あ
る
。
本
歌
に
お
け
る
涼
し
さ
が
「
川
風
」
の
涼
し
さ
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
㎜
の
歌
は
「
よ
る
波
」
の
涼
し
さ
と
い
う
視
覚
に
訴
え
る
涼
し
さ
と
し
て

打
ち
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
新
し
い
感
覚
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
 
「
そ
で
し
の

浦
」
に
「
袖
の
裏
」
の
意
を
含
め
て
、
袖
に
吹
く
風
の
涼
し
さ
を
も
感
じ
さ
せ

る
と
い
う
効
果
を
発
揮
す
る
歌
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
次
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
 
．
澗
底
鹿
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正
三
位
知
家
．

 
鵬
さ
を
鹿
の
朝
ゆ
く
谷
の
む
も
れ
水
か
げ
だ
に
見
え
ぬ
つ
ま
を
恋
ふ
ら
む

 
（
本
歌
〉
金
葉
・
恋
下
m
よ
み
些
し
ら
ず
「
も
ら
ざ
ば
や
細
谷
川
の
劃

 
水
か
げ
だ
に
見
え
ぬ
恋
に
沈
む
と
」

の
歌
は
、
巧
み
な
本
歌
取
り
の
歌
で
あ
っ
て
、
「
谷
の
む
も
れ
水
」
と
い
う
場
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b

面
と
「
さ
を
鹿
」
の
朝
の
動
き
と
「
か
げ
だ
に
見
え
ぬ
つ
ま
を
恋
ふ
ら
む
」
と

い
う
推
量
と
の
結
び
つ
き
が
緊
密
に
な
ざ
れ
て
い
て
、
清
新
な
情
感
が
漂
っ
て

い
る
。

，
次
は
、

 
 
 
百
首
歌
の
中
に
 
 
 
 
‘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
式
子
内
親
王

 
三
秋
こ
そ
あ
れ
人
は
だ
つ
ね
ぬ
松
の
戸
を
い
く
へ
も
と
ち
よ
っ
た
の
も
み

 
 
ち
ば

の
歌
は
、
「
つ
た
の
も
み
ち
ば
」
が
「
松
の
戸
」
を
い
く
へ
も
と
ち
た
イ
メ
ー

ジ
を
描
き
な
が
ら
、
秋
に
お
け
る
孤
独
な
哀
感
を
強
く
訴
え
た
歌
に
な
っ
て
い

る
。

 
ま
た
、

 
 
．
」
秋
の
歌
よ
み
侍
け
る
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鎌
倉
右
大
臣
「

 
鵬
わ
た
の
原
や
へ
の
し
ほ
ぢ
に
と
ぶ
か
り
の
つ
ば
さ
の
波
に
秋
風
ぞ
吹
く

の
歌
は
、
遙
か
な
海
上
を
飛
ぶ
雁
の
つ
ば
さ
を
連
ね
て
い
る
さ
ま
を
、
つ
ば
さ

の
波
と
表
現
し
て
、
美
し
い
絵
画
的
情
趣
を
表
わ
し
、
そ
こ
に
秋
風
が
吹
い
て

い
る
と
い
う
ざ
わ
や
か
さ
を
も
っ
た
雄
大
な
景
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
新
勅
撰
集
の
秋
の
部
に
お
い
て
、
古
歌
・
先
行
歌
の
心
を
そ
の
ま
ま
引
き
継

ぎ
、
新
鮮
味
の
乏
し
い
歌
が
か
な
り
多
い
こ
と
は
、
二
の
（
3
）
に
お
い
て
あ

げ
た
例
歌
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、

 
鵬
あ
ま
つ
空
う
き
雲
は
ら
ふ
秋
風
に
く
ま
な
く
す
め
る
夜
半
の
月
か
な

 
 
（
公
能
）
「

 
（
参
考
歌
）
金
葉
・
秋
鰯
、
新
古
今
・
秋
上
無
口
信
「
刷
が
げ
の
．
ず
み
制
ね

 
尉
か
な
天
の
原
雲
ふ
き
測
例
引
函
例
判
の
嵐
に
」
 
 
 
 
 
 
 
 
，

 
願
あ
し
び
き
の
山
の
嵐
に
普
き
え
て
ひ
と
り
空
ゆ
く
秋
の
夜
の
月
（
教
実
）
、

 
（
参
考
歌
）
前
掲
鵬
の
本
歌
と
し
て
あ
げ
た
経
信
の
歌
お
よ
び

 
・
金
葉
・
三
脚
源
行
宗
「
な
ご
り
な
く
よ
は
の
嵐
に
雲
晴
れ
て
心
の
ま
ま
に

 
 
す
め
る
月
か
な
」

 
脚
松
の
戸
を
お
し
あ
け
が
た
の
山
風
に
雲
も
か
か
ら
ぬ
月
を
み
る
か
な

 
（
家
隆
）

 
（
参
考
歌
）
前
掲
細
の
参
考
歌
と
し
て
あ
げ
た
源
行
宗
の
歌

 
㎜
あ
づ
ま
よ
り
け
ふ
あ
ふ
さ
か
の
関
こ
え
て
み
や
こ
に
い
つ
る
も
ち
月
の
こ
ま

 
（
心
経
）
‘

 
 
（
本
歌
）
拾
遺
・
秋
恥
貫
之
「
あ
ふ
坂
の
関
の
清
水
に
か
げ
み
え
て
い
ま

 
 
や
引
く
ら
む
望
月
の
駒
」
．

を
見
て
も
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
多
い
こ
と
が
、
新

勅
撰
集
に
温
雅
で
は
あ
る
が
平
淡
で
平
板
な
歌
が
多
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る

原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
歌
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
新
古
今
歌
風
の
系
譜
に
連

な
る
気
分
的
象
徴
歌
が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
は
 
二
 
に
お
い
て
指
摘
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
 
二
 
に
お
い
て
指
摘
し
-
た
よ
う
に
新
し
い
主
題
の
歌

の
入
集
、
新
し
い
情
感
を
盛
っ
た
歌
の
入
集
も
な
さ
れ
て
お
り
、
主
題
ご
と
の

構
成
に
お
い
て
も
配
列
の
妙
を
得
て
独
自
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
撰
歌
と
構
成
と
に
創
意
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。

〔
注
〕
．

 
1
 
久
曽
神
昇
官
・
樋
口
芳
麻
呂
氏
校
訂
『
新
勅
撰
和
歌
集
」
 
（
岩
波
文

 
 
庫
・
昭
3
6
年
）
に
よ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
．
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貞
永
元
年
（
＝
一
三
二
）
十
月
を
形
式
的
奏
覧
日
と
し
、
天
福
二
年
，

 
（
＝
一
三
四
）
六
月
を
奏
覧
日
と
し
、
文
暦
二
年
（
＝
一
三
五
）
三
月
を

実
質
的
完
成
日
と
考
え
て
お
く
。
 
（
岩
波
文
庫
、
解
題
）

 
：
以
下
、
新
勅
撰
集
と
略
称
す
る
。

2
 
有
吉
保
氏
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
・
基
盤
と
構
成
」
二
八
一
・
二
八

 
二
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
岸
上
慎
二
氏
著
『
中
世
文
学
豆
」
よ
り
の
引
用
に
よ

 
る
。
だ
だ
し
、
新
古
今
集
の
歌
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
氏
『
新

 
古
今
和
歌
集
全
評
釈
、
第
二
巻
第
三
巻
」
に
よ
っ
た
。

3
 
拙
稿
「
新
古
今
集
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
」
 
（
梅
光
女
学
院

 
大
学
、
馳
日
本
文
学
研
究
、
第
十
六
号
、
昭
5
5
・
n
月
）

4
 
小
島
吉
雄
氏
『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
、
続
篇
』
一
四
〇
ペ
ー
ジ

 
 
藤
平
春
男
氏
『
新
古
今
歌
風
の
形
成
』
一
〇
九
ペ
ー
ジ

5
 
侍
従
具
定
母
は
俊
成
女
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
脚
の
歌
は
、
俊
成
三
女

 
集
・
洞
院
摂
政
家
百
首
に
所
収

6
 
風
の
様
子
に
夜
ふ
け
を
感
ず
る
描
写
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
旨
夕
顔
の
．

 
巻
に
「
夜
中
も
過
ぎ
に
け
む
か
し
、
風
の
や
や
あ
ら
あ
ら
し
う
吹
き
回
る

 
は
。
ま
し
て
松
の
ひ
び
き
木
ぶ
か
く
ぎ
こ
え
て
、
け
し
き
あ
る
鳥
の
か
ら

 
ご
ゑ
に
な
き
た
る
も
、
ふ
く
ろ
ふ
は
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。
」
が
あ
る
。

 
玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
『
白
氏
文
集
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
テ

 
第
一
・
、
調
諭
、
凶
宅
の
詩
「
長
安
多
二
大
宅
一
。
…
…
日
暮
多
二
旋
風
一
。
』

 
に
拠
っ
て
い
る
。

7
 
窪
田
空
穂
氏
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
、
上
巻
」
三
六
九
ペ
ー
ジ

8
 
久
松
潜
一
氏
「
藤
原
定
家
」
日
本
歌
人
講
座
、
第
三
巻
、
中
世
の
歌
人

 
-
、
二
四
七
ペ
ー
ジ

新
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
三
部
の
構
成
と
特
質

9
 
峯
村
文
人
氏
「
定
家
の
作
風
形
成
」

 
4
1
．
5

10

D
注
9
に
同
じ
。

言
語
と
文
芸
、
四
十
六
号
、
昭

（81）


