
『
百

人

一
首
』
の

再

検

討

吉

海

直

人

一
、

小
倉

百

人

一
首

カ

ル

タ
に

つ
い
て

小
倉
百
人

一
首
は
、

正
月
の
遊

び
と
し
て
俳

句

の
季
語

に
も
な

っ
て
い

る
。
し
か
し
何
故
正
月

に
カ

ル
タ
を
や
る

の
か
、

そ
の
明
確
な
理
由

は
見

当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
屯

そ
も

昔
は
、
正
月

に
限

っ
た
遊
び

で
は
な

か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が

江
戸
中
期

以
降
、
書

き
初

め
と
か
読
書
初

め
と
か
、
子
女

の
教
育

と
結

び
付
き
、
次
第

に
正
月

に
固
定

さ
れ

て
い

っ

た
ら
し

い
。
も

ち
ろ
ん
出
版
事
情
も

あ

っ
た
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
カ

ル
タ

(
カ
ー
ド
)

は
本
来
ポ

ル
ト
ガ
ル
語

で
あ
り
、

日

本

に
は
賭
博

用
の
南
蛮

カ

ル
タ
と
し
て
伝
来

・
普

及
し
た
。
そ

し
て
天
正

年
間

に
は
、
九
州

三
池

で
初

の
国
産
品
が
製
造

さ
れ
、
天
正

カ
ル
タ

(
四

八
枚
揃
)

と
し
て
広
く
流
布

し
た
の
で
あ

る
。

一
方

日
本

に
は
、
古
く
か
ら
貝
覆

(
古
今
著
聞
集
)
・
歌
貝

(
雅

遊

漫

録
七
)

と
い
う
優
雅
な
遊
び
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
賭
博
カ

ル
タ
と
融
合
し
、

『
古
今
集
』
・
『伊
勢
物
語
』
・
『
源

氏
物
語
』
・
『
三
十

六
歌
仙
』
等

の
歌

カ

ル
タ
が
成

立
す

る

(形
態

は
ま
ち

ま
ち

で
規
格
等

は
な

い
)
。
最
初

は

そ

れ
を

『
伊
勢
物
語
』

六
九
段

の
故
事

に
ち
な
ん

で

「
つ
い
ま

つ
」

(
色
道

大
鏡

七
)

と
呼
び
、
賭
博

カ
ル
タ
と
区
別
し

て
い
た
よ
う
だ
が
、

い

つ
し

か
歌

か
る
た

(毛
吹
草
)

と
い
う
名
に
定
着
し

て
し
ま
う

(
賭
博
カ

ル
タ

は
打

つ
と
言

い
、
歌
カ

ル
タ
は
取
る
と
言
う
)
。

本
題

の
百
人

一
首
カ

ル
タ
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ

て
お
り

(
中
院
通
村
が
小
倉
色
紙
歌
合
加
留
多
を
作
ら

せ
た
ら

し

い
)
、

現
存

の
も

の
で
は
伝
道
勝
法
親
王
筆

の
カ

ル
タ
が
最
も
古

い
と
言
わ
れ
て

い
る
。
『
京
羽

二
重
』
(貞
享

二
年

刊
)

に
「
か
る
た
所
」
と

い
う
言
葉
が
見

ら
れ
る

の
で
、
お
そ
ら

く
そ

の
頃
に
は
高
価
な

手
彩
色

の
百
人

一
首

カ
ル

タ
が
、
嫁

入
り
道

具

の

一
つ
と
し
て
制
作

販
売

さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
五



『
百
人

一
首
』
の
再
検
討

し
か

し

一
般

に
広
く
流
布
す
る
た
め
に
は
、
版
彩

色

の
比
較
的

安
価

な
カ

ル
タ
の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
元
禄
時
代

で
あ
り
、

『
壷

の
石

ふ
み
』
(
元
禄
十

一
年
刊
)
に

「
歌
骨
牌
と

い

へ
ば

当
時

百
人

一
首

に
限
り

た
る
」

と
あ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
流
行
が
察

せ
ら
れ
る
。

鯛

屋
貞
柳

の
狂
歌

「
歌
が

る
た
を
取

て
暮

せ
ど
春
雨

の
は
げ

し
か
れ

と
は

祈

ら
ぬ
も
の
を
」
も

そ
の
証

拠
の

一
つ
に
な

ろ
う
。

さ

て
カ

ル
タ
と

い
う

と
、
す

ぐ
に
源
平
合
戦
な

ど
の
競
技

を
思

い
浮

か

べ
る
が
、
最

初
か
ら
そ
う
だ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
古

い
カ

ル
タ
を
よ
く

見
る
と
、
現
在

の
よ
う
な
読
み
札

・
取
り
札

で
は
な
く
、

上
の
句
札

.
下

の
句
札

に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
本
来
は
貝
覆

等
が
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
、
歌
を
暗
記
す
る
た
め

に
考
案
さ
れ
た
、

い
わ
ば
暗
記
力

ー
ド
な

の
で

あ

る
。
少
な
く

と
も
昔

の
高
貴
な

お
姫
様
は
、
人
と
争
う
よ
う
な
野
蛮

な

ゲ
ー

ム
は
し
な

か

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
当
然
十

二
単
衣

の
カ
ル
タ
取
り
な

ど
幻
想

に
す
ぎ

な

い
。
そ

の
た

め
本
文

に
異
同
が
あ

っ
て
も
全
く
問
題
に

は
な
ら
な

い
。

と

こ
ろ
が
次
第

に
時
代

が
下

っ
て
く
る
と
、
大
奥

や
遊
廓
な

ど
の
教
養

と
し

て
百
人

一
首
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

つ
い
に
は
庶

民
の
教
育

的
遊
戯
具
と
し

て
定

着
し

て
く
る
。

そ
し
て
明
治
に
至
る
と
、
歌

を
暗
記

し
て
い
な

い
人
も
遊

べ
る
よ
う
に
と

い
う
教
育
的

配
慮

(
そ
の
方
が
売
れ

三

六

る
)

か
ら
、
読

み
札

の
方

に
上

の
句
だ
け

で
な
く
、
下

の
句
ま

で
も
付
け

ら
れ

る
よ
う

に
な

る
。
大

ま
か
な
見
分
け
方

で
は
あ

る
が
、
読

み
札

に
上

の
句
だ
け

し
か
な

い
も

の
が
明
治
以
前

で
、

一
首
全
部
あ

る
の
が
明
治
以

後

の
カ

ル
タ
と

い
う

こ
と
に
な
る
。

そ

の
後

カ

ル
タ
競
技
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
と

(
『金

色
夜

叉
』

に

も
利
用
)
、
従
来

の
変
体
仮
名

の
も

の
で
は
、
江
戸
製
と
上
方
製

で

字

体

や
色

・
大
き
さ
が
相
違
す
る

の
で
、
全
国
的
な
競
技
に
は
不
平
等

が
生

じ

て
し
ま
う
。
そ

こ
で
東
京
か
る
た
会

(
黒
岩
涙
香
代
表
)
に
よ

っ
て
活
字

の
統

一
が
な
さ
れ
、
明
治
三
十
七
年
に
総
平
仮
名
三
行
書

き

の
競
技
用
標

準

カ
ル
タ

(新
橋
堂
)
が
発
行
さ
れ
た
。
更

に
大
正
十
四
年

に
は
、
そ
の

標
準

カ
ル
タ
が
微
妙

に
改
訂
さ
れ
、
名
も
公
定
カ

ル
タ
と
改
め
ら
れ

て
日

本

か
る
た
協
会

か
ら
発
行
さ
れ
、
今

日
に
至

っ
て
い
る
。
改
訂

の
経
緯
は

不
明
だ
が
、
活
字
を
完
全

に
今

の
平
仮
名

に
改
め
た

と
い
う
理
由
だ
け

で

な

く
、
標
準

カ

ル
タ
の
発
売

元
で
あ

る
新
橋
堂

と
の
間

に
い
ざ

こ
ざ

で
も

あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。

さ

て
、
競

技
会

を
通
し
て
、
百
人

一
首
が
広
範

に
人

々
の
生
活

に
浸
透

し
た

の
は
喜

ば
し

い
が
、

そ

の
た
め
に
競
技
優
先

の
非
学
問
的
な
本
文
改

訂
が
行
わ
れ
た

の
も
事
実
で
あ
る
。

カ

ル
タ
の
本
文

に
は
、
小
倉
色
紙
や

百
人

一
首

の
古
写
本
と

の
異
同
が
案

外
多

い
。
少
な
く

と
も

一
割
以
上

の



相
違
点
が
認

め
ら
れ

る
の
だ

か
ら
、
そ

の
本
文
異
同
を
ほ
と
ん
ど
考
慮

せ

ず

に
、
た
だ
競
技
会

の
権
威
や
便
宜
だ
け

で
統

桶
す
る

の
は

い
か
が
で
あ

ろ
う
か

(
底
本
選
定

の
経
緯
に
関
し

て
明
瞭
な
説
明
は
な
さ

れ

て

い
な

い
)
。
し
か
も
大
半

の
解

説
書
が
、
本

の
売

れ
行
き
を
気

に
か
け
、

せ

っ

か
く
古
写

本
を
底
本

に
し
な
が
ら
も
、
異

同
箇
所

を
カ
ル
タ
に
よ

っ
て
校

訂

し
て
い
る
と
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。
高
校

の
教
科
書
や
副
読
本
さ
え
も

善
本
選
定
を
怠
り
、
安
易

に
カ

ル
タ
の
本
文
を
踏
襲
し

て
い
る

の
だ
か
ら
、

し
か
も
そ
れ

で
文
部
省

の
検
定
が
簡
単
に
通
る

の
だ
か
ら
言
語
道
断

で
あ

る
。カ

ル
タ
に
は
幼

少
の
頃
か
ら
接

し
て

い
る
だ
け

に
、

そ
の
影
響
力

は
大

で
あ
る

(萩
谷
朴

氏

「
「
鳥

の
そ
ら
音

に
は
か
る
」
1
百
人

一
首

定

家
添

削

の
罪
1
」

日
本
文
学
研
究

25

・
昭
和

61
年

1
月
参
照
)
。

百
人

一
首
を

広
範

に
流
布
さ

せ
た
功
績
は
認
め
ざ
る
を
え
な

い
も

の
の
、
本

文
改
訂
と

い
う
点

に
関
し

て
は
、
学
問
的
に
極
め

て
重

い
罪
が
あ
る

こ
と
を
も
、
声

を
大
に
し

て
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

研
究
者

の
立
場
か
ら
繰

り
返

し
て
言
う
が
、

カ
ル
タ
の
本
文

は
決

し
て

百

人

一
首

の
善
本

で
は
な

い
の
だ
。

『百
人
一
首
』
の
再
検
討

二
、

『
百
人

一
首
』
作
者
疑
義
歌

一
覧

百
人

一
首

の
中

で
、
試

み
に
作
者

に
疑

い
の
あ

る
歌
を
抽
出

し
て
み
た

と
こ
ろ
、
何

と

一
割
以
上

に
も
な

っ
た
。
そ

の
内
訳
は
、

一
・
三

・
五

・
六

・
七

・

一
九

・
二
二

・
二
七

・
四
八

・
四
九

・
五

九

・
六
〇

の
十

二
首

で
あ
り
、
特

に
前

半
部
分

(時
代

順
で
古

い
方
)

に
集
中

し
て

い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

そ
れ
ら

の
歌

に

つ
い
て
、
簡
単

に
疑
義

の
理
由
を

述

べ
る
と
、

一

天
智
天
皇

「
秋

の
田
の
」
歌
は
、

『
万
葉
集
』
に
見
え
な

い
ば

か
り
か
、
そ

の
原
形
と
思
わ
れ
る
作
者
未
詳

の
伝
承
歌
が

『
万
葉

集

』

一
二

七
四
番

に
存

し
て

い
る
。

三

柿
本

人
磨

「
あ

し
び
き

の
」
歌
も
、

『
万
葉
集
』

二
八
〇

二
番

の
作
者
未
詳
異
伝
歌

と
し
て
存

し
て
お
り
、
本
来
人
磨

と
は
全
く

関
係

の
な

い
歌

で
あ

っ
た
。

五

猿
丸
大
夫

「
奥
山

に
」
歌

は
、
最
も
信
頼
す

べ
き

『
古
今
集
』

二

一
五
番

の
作
者
表
記

で
、

「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
な

っ
て
お
り
、

猿
丸

の
歌

で
な

い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

六

大
伴
家
持

「
か
さ
さ
ぎ

の
」
歌

は

『
万
葉
集
』

に
は
見
ら
れ
ず
、

三
七



『
百
人

一
首
』

の
再
検

討

読

み
人
知
ら
ず

の
伝
承
歌
が
、
後

に

『
家
持
集
』
に
紛
れ
込
ん
だ

も

の
と
思
わ

れ
る
。

七

安
倍
仲
磨

「
天

の
原
」
歌

は
望
郷
歌

で
あ
り
、

日
本

に
帰
郷

で

き
な
か

っ
た
遣
唐
使
達

の
代
表

と
し
て
仲
磨
作

に
な

っ
た
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。
あ
る

い
は
仲
磨

の
漢
詩
が
和
歌

に
翻
案

さ
れ

た
も

の
か
も
し
れ
な

い
。

一
九

伊

勢

「
難
波
潟
」
歌
は
、

『
古
今

集
』

に
見

ら
れ
な

い
歌

で
、

お
そ
ら
く

『
伊
勢
集
』
に
紛

れ
込
ん
だ
も

の
が
、
後

世
伊
勢

の
代

表
歌

に
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

二
二

文
屋
康
秀

「
吹
く
か
ら

に
」
歌
は
、
息
子
朝
康

の
歌
と
考
、民
ら

れ

て
い
る
。

つ
ま
り
朝
康
歌

の
み
百
人

一
首

に
二
首
撰
入
し

て
い

る
こ
と
に
な

る
。

二
七

中
納
言
兼
輔

「
み
か
の
原
」
歌

は
、

『
兼
輔
集
』

に
も
な
く
、

お
そ
ら

く

『
古
今

六
帖
』

の
作
者
表
記

を
誤
読

し
て
、
読

み
人
知

ら
ず
歌
を
兼
輔

作
に
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

四
八

源
重
之

「
風
を

い
た
み
」
歌
は
、

『
伊
勢

集
』

の
「
風

吹
け
ぼ
」

歌

の
異
伝

で
あ
り
、
ま
た

『
古
今
六
帖

』
に
も
類

似
し
た

「
い
か

に
し
て
」
歌
が
見
ら
れ
る

の
で
、
仮

に
重
之
詠

で
あ

っ
た
と
し

て

も
独
自
性

に
欠
け

る
。

三

八

四
九

大
中
臣
能
宣

「
み
か
き
も
り
」
歌
は
、

『
能
宣
集
』
に
も
な
く
、

や
は
り

『
古
今

六
帖
』
所
収

の

「
君
が
も

る
」
歌

の
異
伝

で
あ
ろ

」つ
。

五
九

赤

染
衛
門

「
や
す
ら
は
で
」

歌
は
、

『
馬
内
侍
集
』

に
も
見
え

て
お
り
、
む
し
ろ
馬
内
侍
歌
と
見
る
方
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。

六
〇

小

式
部
内
侍

「
大
江
山
」
歌
は
、
源
俊

頼
に
よ
り

『
金
葉
集
』

及
び

『
俊
頼
髄
脳
』
に
と
ら
れ
た
も

の
で
、
小
式
部

歌
で
あ
る
保

証

は
な

い
。
む

し
ろ
後
世

の
創
作
説
話

で
あ
る
可
能

性
が
高

い
。

と
い

っ
た
具
合

で
あ

る
。
な

お
五
番

・
二
二
番
は
是
貞
親
王
家
歌
合

の
歌

で
あ

る
ら

し
い
が
、

こ
の
歌
合
が
少

々
胡
散
臭

い
。
大
江
千
里

の

「
月
み

れ
ぼ
」

(
二
三
番
)
歌
も

こ
の
歌
合

の
歌
ら

し
い
が
、
そ
う
す

る
と
二
三

番

歌
の
作
者
表
記
も
最
初

か
ら
疑

っ
て
考
え

た
方
が

い
い
の
か
も

し
れ
な

い
。百

人

一
首
は
あ
ま
り
に
も
有
名

だ
か
ら
、
も

は
や
何

の
問
題
も
な

い
よ

う

に
思
わ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、

実
際

は
全
く
逆
で
あ

り
、
作
者

に

つ
い

て
も

こ
の
通
り
な

の
で
あ
る
。

一
首
ご
と

の
解

釈
に
し
て
も
、

何
も
わ
か

っ
て
い
な

い
と
言
う

か
、
ほ
と
ん
ど
き
ち
ん
と
調
査
研
究

さ
れ
た

こ
と
は

な

い
、

と
言

っ
た
方
が

い
い
く
ら

い
な

の
で
あ
る
。



三
、
定
家

の
家
系
と

『
百
人

一
首
』

百
人

一
首

は
藤

原
定
家

の
撰

で
あ

る
。
そ

の
百
人

一
首
が
、
百
首

の
歌

に
よ
る
和

歌
文
学
史
を
物
語

っ
て

い
る
乏
す
れ
ば
、
当
然
歌
人

の
血
脈
が

問
題
と
な

っ
て
く
る
。
定

家
に
関

し
て
言
え
ば
、

父
俊
成
が
撰
ば
れ

て
お

り
、
親

子
撰

入
に
よ

っ
て
御

子
左
家

の
系
譜
が
提
示

さ
れ

て
い
る
わ
け

で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
経
信
-
俊
頼
ー
俊
恵
等

は
三
代

に
亙

っ
て
登
場

し

て

い
る
し
、

顕
輔
ー
清
輔

の
六
条
家
も

二
代
が
撰
ぼ
れ

て
お
り
、
表
面
的

に
は
御
子
左
家
が
必
ず

し
も
優

位
で
あ
る
と
は
認

め
ら
れ
な

い
。
も

っ
と

も

寂
蓮

は
俊

成

の
甥

で
あ
り
、

か

つ
て
は
俊
成

の
養

子
で
も
あ

っ
た
の
だ

か
ら
、
系
譜

に
連
な
る

一
人
に
勘
定

し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も

何
故
定

家
は
、
御

子
左
家

の
系
譜

に
連
な

る
血
縁
者
を

も

っ
と
た
く
さ
ん
撰

入
し
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う

か
。
為
家

や
俊
成
卿
女

(実

は
俊

成
の
孫
)

で
は
年
齢
的

に
役

不
足

で
あ

る
と
し
て
も
、
先
祖
達

の
中
に
適
当

な
人
物

は
い
な

か

っ
た
の
で
あ

ろ
う

か

(
五
代
遡
れ
ば

「
こ

の
世
を
ぼ
」

と
詠

じ
た
道

長
が

い
る
)
。

あ
る

い
は
そ
れ

こ
そ
が
定
家

の
芸
術

至
上
主
義

の
現
わ
れ
な

の
か
も

し

れ
な

い
。
し
か
し
な
が

ら
、
百

人

一
首
を
も

っ
と
も

っ
と
詳

し
く
分
析

し

て

い
く
と
、
ち

ゃ
ん
と
定

家

の
御
先

祖
様
達
が

登
場
し
て

い
る
こ
と
に
気

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

付

か
さ
れ
る
。
例
え
ぼ
周
防
内
侍

の

「
春

の
夜

の
」

(
六
七
番
)
歌
な
ど

一
見
無
関

係
の
よ
う
だ
が
、
千
載
集

の
詞
書
を
見

る
と

「
大
納
言
忠
家
云

々
」
と
出
て
く
る
。

こ
の
大
納

言
忠
家

こ
そ
は
、
定
家

の
曽
祖
父

の
こ
と

な

の
で
あ
る
。

ま
た
佑

子
内
親

王
家
紀
伊

の

「
音

に
聞
く
」

(七

二
番
)

歌
も
同
様

で
あ
り
、

こ
の
歌
は
堀
河
院
艶
書
合

に
お

い
て
、
中
納
言
俊
忠

の
歌

の
返
し
と
し
て
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
中
納

言
俊
忠

は
俊

成

の
父
、

つ
ま
り
定
家

の
祖

父
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
百
人

一
首

の
作

者
と
し
て
は
撰
ば

れ
て
い
な

い
け
れ

ど
も
、

百
人

一
首

の
各
歌
を
詳

細
に
検

討
す

れ
ば
、
自
ず

か
ら
定
家

の
祖

父
俊
忠

と
、
曽

祖
父
忠

家
が
浮

上
し

て
く
る
仕
掛

け
に
な

っ
て

い
た
の
で
あ

る
。

四
、

『
百
人

一
首
』
中
の
本
歌
取

百
人

一
首

の
中
に
は
本
歌
取

の
歌
が
少

な
か
ら
ず
認

め
ら

れ
る
。

そ
れ

は
ま
さ
に
藤
原
定

家

の
生

き
た
時
代

(新
古
今
時

代
)

の
流
行

で
も
あ

る

が
、
百
人

一
首

の
場
合
に
は
、
本
歌

と
本

歌
取

歌

の
両
方
が
撰

入
さ
れ

て

い
る
も

の
が
あ
る
。

こ
の
現
象
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す

れ
ば

い
い
の
だ

ろ

う
か
。

取
り
あ
え
ず
そ

の
例
を

あ
げ

て
み
る
と
、

八
三
番

(
五
番
)
・
八
六
番

(
二
三
番
)
・
八
七
番

(
七
〇

番
)
・
八
八
番

(
一
九
、

二
〇
番
)
・
九

一
番

三
九



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

(
三
番
)
・
九

六
番

(
九
番
)
・
百
番

(
三
九
番
)

の
七
首
が
あ
げ
ら
れ
る
。

当
然
、
後
半
部
に
集
中
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
中

で
も
八
六
番

か
ら
八
八

番
ま

で
三
首
も
続

い
て
い
る
点
に
は
注
目
し
て
お
き
た

い
。

ま
ず
俊
成

の

「
世

の
中
よ
」
(
八
三
番
)
歌
は
、

猿

丸
大
夫
の

「
奥

山

に
」
(
五
番
)
歌
を
踏
ま
え

て
い
る
と
見

て
間
違

い
あ
る
ま

い
(
『経
厚
抄
』

で
指
摘
)
。

「
奥
山
」
と

「
山

の
奥
」
、

「
な
く
鹿
」
と

「
鹿

ぞ
な

く
」

を

共
通
さ

せ
な
が
ら
、
本
歌
が
自
然
詠

(
晩
秋

の
寂
寥

感
)

で
あ
る
の
に
対

し

て
、
俊
成
歌
は
上
句
に
よ

っ
て
述
懐
歌
と
な

っ
て
お
り
、
物
悲

し

い
鹿

の
鳴
き
声
が
憂
き
世
を
象
徴
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

西
行

の

「
嘆
け
と
て
」
(
八
六
番
)
歌
は
、

大
江
千
里
の

「
月

見
れ
ば
」

(
二
三
番
)
歌
を
本
歌
と
し
て

い
る
。

「
月
」

を
見
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

わ
が
身
に
生
じ
る
悲

し
み
を
共
通
さ
せ
な
が
ら
、
本

歌
が

そ
れ

を
秋

と
い

う
季
節
に
集
約
さ
せ
て

い
る

の
に
対

し
て
、

西
行
は
そ
れ

を
恋

の
嘆
き

に

転
位
さ
せ
て
お
り
、

そ

の
月

に
怨

み
を
か

こ
つ
け
て

い
る
の
で
あ

る
。

そ

れ
は
ま
た

「
つ
れ
な
く
見
え
し
」

(
三
〇
番
)
月

と
も
通
底

し
て
い
く
。

寂
蓮

の

「
村
雨

の
」
(
八
七
番
)

歌
は
、
良

暹
の

「
寂

し
さ
に
」

(
七
〇

番
)
歌
を
踏

ま
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う

よ
り
良
暹
歌

は
、
新
古

今
時
代
に
好
ん
で
歌
わ
れ
る

「
秋

の
夕
暮
」

の
魁

で
あ

っ
た
。

「
寂

し
さ

に
」
歌

の
成
立
に
よ

っ
て
、
「
秋

の
夕
暮
」

の
景

色
そ
の
も

の
が
、

美

意

四
〇

識

と
し

て
確
立
し
た
か
ら

で
あ
る
。

皇
嘉
門
院
別
当

の

「
難
波
江

の
」
(
八
八
番

)
歌

は
、
な

ん
と

伊

勢

の

「
難
波
潟
」
(
一
九
番

)
歌

と
元
良

の

「
わ
び

ぬ
れ
ば
」

(
二
〇
番
)
歌

の

二
つ
を
本
歌
と
し
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。
本
歌
が
共

に
恋

の
激
惰
を
詠

じ

て

い
る

の
に
対
し
て
、

別
当

歌
は
む
し
ろ
難
波

の
恋

の
伝
統
を
見
据
え

た

上

で
、
将

来

の
不
安
を
表
出
し

て
い
る
点
、

巧
み
な

本

歌
取

と
言

え

よ

う
。良

経

の

「
き
り
ぎ

り
す
」

(
九

一
番
)
歌

は
、
人
丸

の

「
足
引
き

の
」

(
三
番
)

歌
を
本
歌
と
し

て
お
り
、
そ

の
た
め
五
句

コ

人

か
も
寝
ん
」

を
共
有
す

る
。
も

ち
ろ
ん
良

経
歌
は
単
純

で
は
な
く
、

「
さ
む

し
ろ
に
衣

片
敷

く
」

と

い
う
三
句
四
句
は
、

「
さ
む

し
ろ
に
衣
片
敷
き
今
宵
も

や
我

を
待

つ
ら
む
宇

治

の
橋

姫
」

(古
今
集
)
を
踏

ま
え

て
お
り
、

二
首

の
古

歌

の
世
界
を
折
衷

し
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
本
歌
が

と
も

に
恋
歌

で

あ
る
の
に
対

し
、
良
経

歌
は
恋

の
匂
を
漂
わ

せ
な
が
ら
も
、
自
然
詠

(秋

の
歌
)

と
転
移

し
て

い
る
点

に
趣
向
が
あ

る
。

公
経

の

「花

誘
ふ
」

(九

六
番
)
歌

は
、
小

町
の

「
花

の
色

は
」

(九
番
)

歌
を
踏
ま
え

て
い
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
自
然

の
花

を
テ
ー

マ
に
据

え

つ
つ
、
人
事

と
し
て
の

「
わ
が
身

世
に
ふ
る
」

と

「
ふ
り
ゆ
く
も

の
は

わ
が
身
」
を
共
有

し
な
が
ら

、
そ
の
裏

で
本
歌

が
容
色

の
衰
え

を
嘆

い
て



い
る

の
に
対
し
て
、
公
経
歌
は
そ
れ
を
嘆
老

と
し
て
詠

じ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
花

の
有

す
る
宿
命
的

な
二
重
構

造
な

の
で
あ

ろ
う

が
。順

徳
院

の

「
百
敷
や
」

(百
番

)
歌

は
、
源
等

の

「
浅
茅
生

の
」

(
三
九

番

)
歌
を
本

歌
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

そ
れ

は

「
し
の
ぶ
」

「
あ

ま
り
」

と

い
う

歌
詞
の

一
致

の
み
な

ら
ず
、
内
容
的
な
類
似
が
認

め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん

「
浅
茅
生

の
」
歌

は
本
来
恋

の
歌

で
あ

る
が
、

そ
れ
を
述
懐

歌
に
再
解

釈
す
れ
ば
、
自
ず

か
ら

「
百
敷

や
」
歌

に
通
底
す

る
。こ

う

考
え
る
と
、
例
え
ぼ

「
君
が

た
め
」

(
一
五
番
)

と

「
秋

の
田
の
」

(
一
番

)

の
下
句
は
、
非

常
に
類
似

し
て
お
り
、

こ
れ
も
本
歌
取

と
し
て

考
え
る

こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う

。
も

ち
ろ
ん
本
来

両
歌
は
無
関
係
な

の
か

も
し
れ
な

い
が
、
共
に
天
皇
御
製

で
あ
る
点
か
ら
、
定
家

は
そ
れ

を
本
歌

取

と
認

定
し
て
百
人

一
首
に
撰

入
し
て

い
る
の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

つ

ま
り
光
孝
天
皇
歌

(
古
今
集
)

に
倣

っ
た
形

で
天
智
天
皇
歌

(後
撰
集
)

が
形
成
さ
れ
る
わ
け

で
、

そ

の
共
通
要
素

の
た
め
に
王
道

の
述
懐

の
歌

と

し

て
解
釈
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

従
来
、
単
純
に
語
句

の
類

似
と
し
て
の
み
論
じ
ら
れ

て

い
た
も

の
が
、

実
は
偶
然
類

似
し
て

い
る
の

で
は
な
く
、
本

歌
と
本
歌
取
歌

と
し
て
百
人

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

一
首

に
撰
入
さ
れ

て
い
る
可
能

性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

早
急
に
再
検
討
す

五
、

秀

歌

の
変

遷
t

公

任

・
俊

成

・
定

家

1

お
よ
そ
秀

歌
と

い
う
も

の
は
、
必
ず
し
も

万
人

に
認

め
ら
れ
賛

同
を
得

て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。

も
ち
ろ
ん
絶
対
的

に
高

い
評
価

を
得

て
い
る
名

歌
中

の
名
歌

(
芸
術
品
)
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
む
し
ろ
大
半

は
個
人
差
や

時
代
的
な
ズ

レ
の
あ
る
場
合
が
多

い
。

百
人

一
首
歌
に
関
し

て
も
同
様
で
あ
り
、
古

来
様

々
に
論
議

さ
れ
続
け

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
百

人

一
首

の
研
究

に
お

い
て
最
も
重
要
な

の

は
、
撰
者
た
る
藤
原
定
家
自
身

の
審

美
眼
を
探
究

す
る

こ
と
で
あ

り
、
後

世

の
外
野
が
と
や
か
く
言

っ
た
と

こ
ろ
で
、

そ
れ

は
不
毛
に
近

い
論
議

の

積
み
重
ね

で
し
か
な

い
。

そ

の
定
家

の
秀

歌
意
識
に
し

て
も
、
過
去

の
秀

歌
が
そ

の
ま
ま
定

家
に

受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
わ
け

で
は
決
し

て
な
か

っ
た
。
そ
も
そ
も
定

家
の

父
俊
成
に
お

い
て
、
既

に
公
任

の
秀

歌
意
識
と
大
き
く
相
違

し
て

い
る

の

で
あ
る
。
更
に
定
家
も
父
俊
成

の
秀

歌
意
識
を
そ

の
ま
ま
継

承
し
て
お
ら

ず
、
や
は
り
そ

こ
に
親
子

の
断
絶
と

い
う

か
、
感
性

の
相
違
を
認

め
ざ

る

を
え
な

い
。
加
え

て
定
家
と

い
う
個
人

の
撰
歌
意
識
に
関
し
て
も

、
若

い

四

一



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

時

と
晩
年

で
は
微
妙

ど
こ
ろ
か
大
き
な
変
遷
も
予
想
さ
れ

る
の
で
、
非
常

に
や

っ
か

い
な

問
題
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
を
承
知

の
上

で
、
特

に
比
較
材
料

の
揃

っ
て
い
る
三
十

六
歌
仙

の

歌
人

に

つ
い
て
、
公
任

・
俊
成

・
定
家

の
秀
歌

の
変
遷

に

つ
い
て
考
え

て

み
た

い
。

そ
の
材
料

と
し
て
、
公
任

に
関

し
て
は
、

『
三
十

六
人
撰
』
を

は
じ
め
と
す

る
秀
歌
撰

を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き

る
。
俊
成

に

つ
い
て
は
、

公
任

の

『
三
十

六
人
撰
』

の
作
者

は
そ
の
ま

ま
で
歌

を
適

宜
選
び

か
え
た

『
古

三
十
六
人

歌
合
』

及
び

『
古
来
風
躰
抄
』
が

あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら

を
定

家

の

『
百
人

一
首
』

を
は
じ
め
と
す

る
秀
歌
撰

と
比
較
す

る
こ
と
に

よ

っ
て
、

時
代
的

な
秀

歌
の
変

遷
を
知

る

一
つ
の
手
が

か
り
と
し
た
い
。

さ
て
、

百
人

一
首

の
作
者

中
、

『
三
十

六
人
撰
』

と
重
な

る
歌
人

は
二

十

五
名

で
あ
り
、

そ
の
時

点
で
十

一
人

が
相
違
す

る
こ
と
に
な

る
。

つ
ま

り
高
光

・
公
忠

・
斎
宮

女
御

・
頼
基

・
信
明

・
清

正

・
順

・
元
真

・
小
大

君

・
仲
文

・
中
務

と

い
っ
た
歌
人
達

は
、
公
任

に
は

一
流
歌
人

と
し
て
認

定

さ
れ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
定
家

に
お
い
て
は
百
名

の
歌
人

に
も

入
ら
な

い
歌
人
と
し
て
切

り
捨

て
ら

れ
た
わ
け

で
あ

る
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ

は
時
代

的

な
バ
ラ

ン
ス
を
考
慮

し
て
の

こ
と
だ

ろ
う

か
ら
、

必
ず

し
も

二
流
歌
人

の
証

明
で
は
な

い
け
れ

ど
も
、

一
応

こ
こ
に
明
確
な
意
識

の
相
違
を
見
た

い
。
も

っ
と
も
三
十

六
人
中

二
十

五
人

と

い
う
数

は
、
率

で

い
え
ぼ
七
割

四
二

弱

で
あ
り
、

か
な
り
高

い

一
致
率

と
見

る
こ
と
も

で
き

る
。

つ
ま
り
定
家

は
、
公
任

の
選

ん
だ

三
十

六
人

を
か
な
り
尊
重

し
て
い
る
と
も
言
え

る
の

で
あ
る
。

次

に

一
致

し
た
二
十

五
名

の
歌
が
、

ど
れ
く
ら

い
百
人

一
首
歌

と
重
な

っ
て

い
る
か
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
十

一
首

の

一
致
を
見

た
。
数
字

で
い
え

ぼ

四
割
四
分
で
あ
る
。

し
か
し

『
三
十

六
人
撰
』

で
は

一
人

の
歌
人

に

つ

い
て
、
多

い
人

は
十
首
、
少

な

い
人

で
も

三
首

の
歌
が
掲
載

さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
む

し
ろ
印
象

と
し
て
は

一
致
率

は
低

い
と
思
わ
れ

る
。

で
は
俊

成

の

『
古

三
十
六
人

歌
合
』

は
ど
う

か
と
い
え
ば
、
十

六
首
が

一

致

し
て
お
り

(
六
割
強
)
、

公
任

に
比

べ
る
と

五
首
も
増
加

し
て

い
る
こ

と
に
な
る
。

つ
ま
り

こ
の
数

字
だ
け
か
ら
言
え
ぼ
、
定
家

の
秀
歌
意
識

は
、

当
然

の
こ
と

で
あ
る
が
、

公
任
よ
り
も
俊
成

に
よ
り
近

い
こ
と
に
な

る
の

で
あ
る
。
と

い

っ
て
も
、

両
者

の
問
に
は
無
視

で
き

ぬ
程

の
溝
が
横

た
わ

っ
て

い
る

こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ

っ
た
。

因
に
三
人

の
評
価
が
ほ
ぼ

一
致

し
て

い
る
作
者

は
、
人
磨

・
猿
丸

・
仲

磨

・
小
町

・
篁

・
遍

昭

・
元
良

・
素
性

・
宗
于

・
躬
恒

・
興
風

・
朝
忠

・

兼

盛

・
忠

見

・
重
之

・
道
綱
母

の
十
六
名
で
あ
る
。
も

っ
と
も
公
任

は
、

例
え
ぼ
人
磨
歌
は

「
ほ

の
ぼ

の
と
」
歌

を
、
小

町
歌

は

「
色
見
え

で
」
歌

を
代
表
歌
と
見

て
い
た
よ
う
で
あ
り

(前
十

五
番
歌
合
所
収
)
、

必
ず

し



も

『
三
十

六
人
撰
』

に
あ

る
こ
と
が
代
表
歌

の
決

め
手

に
は
な
ら
な

い
。

逆

に
公
任

・
俊
成

の
評
価

は
低

い
の
に
、
定
家

の
評
価
が
高

い
歌
人
と

し
て
、
赤
人

・
喜
撰

・
陽
成
院

・
光
孝

・
敏
行

・
伊
勢

・
定
方

.
列
樹

.

友

則

・
貫
之

・
朝
康

・
等

・
好
忠

・
義
孝

・
道
信

の
十

五
首
を
あ
げ

る
こ

と
が
で
き
る
。
百

人

一
首

に
特

に
古
今
集
歌
人
が
多

い
の
は
、
逆

に
公
任

の

『
古
今
集
』
離

れ
を
浮

き
彫

り
に
し
て
く
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
中

に

は
、

一
流
歌
人
と
し

て
は
認
め
ら
れ
な

い
よ
う
な
人
物

も
お
り
、

必
ず

し

も
秀
歌
故

に
評
価
さ
れ
撰
入
さ
れ
た

の
で
は
な

い
歌
も
含
ま
れ
て

い
る
と

思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局

こ
こ
に

こ
そ
百
人

一
首

の
と

い
う
か
、

定
家

の
独
自
性
が
存
す

る
こ
と
に
な

る
。

用

心
の
た
め
、

こ
れ
ら

の
歌
を
後
鳥
羽
院

の

『
時
代
不
同
歌
合
』
と
比

較

し
て
み
た
と
こ
ろ
、

一
致

し
た
の
は
等

と
道
信
歌

の
わ
ず
か

二
首

の
み

で
あ

り
、

こ
の
特
徴
が

必
ず

し
屯

そ
の
当
時

の
時
代
性

で
な

い
こ
と
、

つ

ま
り
明

ら
か
に
定
家
独
自

の
秀
歌
意
識

で
あ

る
こ
と
が
確
認

で
き

よ
う
。

あ
る

い
は
秀

歌
意
識
と

い
う

用
語

で
は
到
底
説
明

で
き
な

い
の
か
も

し
れ

な

い
。
百
人

一
首
は

一
般
の
秀

歌
撰

と
は
様
相

の
異
な

る
私
撰
集
な

の
で

あ
り
、
そ

の
撰
歌
意
識
が
そ

の
ま
ま
定

家

の
秀

歌
意
識

(美
意

識
)

と
直

結

し
な

い
こ
と
だ
け
は
、

こ
こ
で
は

っ
き
り
と
確
認
し

て
い
た
方
が
よ
か

ろ
う
。

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

六
、
幻
の
為
家
筆
本
百
人

一
首

江
戸

の
学
者
石
原
正
明

は
、
そ

の
著

『
百
人

一
首

(新
)
抄
』

の
跋
文

に
お

い
て
、
百
人

一
首

の
本
文

に
為
家
筆
本

を
使
用

し
た
と
述

べ
て
い
る
。

参

考
ま
で
に
そ

の
部
分
を
翻
刻
掲

出
し
て
お

こ
う
。

森

政
太
郎
殿
の
家

に

つ
た
は
れ

る
為
家
卿
真
蹟

の
本

の
模
を
、
屋
代

太
郎
弘
賢
主
よ
り
か
り
え
て
見

し
に
、

め
で
た
き
事

い
は
ん
か
た
な

し
。
正
明
古
き
筆

の
迹
を
鑑
定

む
る
わ
ざ

は
も
と
よ
り
う

と
け
れ
ど
、

さ
ぼ
か
り

の
物
は

い
と
け
し
き

こ
と
に
て
、

さ
ら
さ
ら
疑

べ
き
事

に

あ
ら
ず
。
か
く

て
は
又
異
本
な
ど
も
と
む

べ
き
事
か
は
と

て
ひ
た
す

ら

に
こ
れ

に
よ
る
。
た
だ
か
な
つ
か

ひ
の
み
三
四
百
年

よ
り
あ
な
た

の
物

は
さ
だ
か
な

る
事
も
見
え
ね
ぼ
、

お
の
が
常
物
す
る
さ
ま
に
か

き
改

め

つ
。

そ
の
他
、

こ
の
版
本

の
表
紙

の
見
開
き

に
も

「
遵
為
家
卿
真
蹟
本
」

と

あ
り
、

そ
れ
を
売

り
物

の

一
つ
に
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ

れ
は
、
単
に
商
売

上
の
宣
伝

な

の
で
は
な
く
、

香
川
大
学
付
属
図
書
館
神

原
文
庫
蔵

『
百
人

一
首
抄
』
(新
抄

の
初

版
本
)
に
、

本
書

ハ
、
森
政
太
郎

(
幕
府
右
筆

、
名

尹
祥
)
蔵
為
家
卿

自
筆

本

ノ

模
本

ヲ
底
本

ト
シ
タ
ル

コ
ト
跋
文

二
見

ユ
。
然

ル

ニ
此
本
旧
蔵
者
黒

四
三



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

川
真
頼
氏
、
此

ノ
原
本

ナ
ル
為
家
卿
自
筆
本

ヲ
得

テ
対
照

シ
タ

ル

ニ
、

誤

ア
ル
ヲ
発

見

シ
朱
書
校
正

ヲ
為

シ
タ

ル
モ
ノ
ナ
リ
。

又
此
本

ハ
、

右
底
本

ヲ
著

者

二
提
供

シ
タ

ル
屋
代

弘
賢
翁

(
不
忍
文
庫
)

旧
蔵
本

也
。

と

い
う
興
味
深

い

一
文
が
付
箋

で
貼
ら
れ

て
い
る
。

こ
れ
を
信

じ
れ
ば
、

神

原
文
庫
本

(
不
忍
文
庫

旧
蔵
)
は
屋
代
弘
賢

か
ら
黒
川
真
頼

の
手

に
渡

り
、
そ

の
真
頼
が
後

に
為
家
自
筆
本
を
再
度
見

て
、
本
文

の
誤
り
を
朱
筆

で
訂
正

し
た

と
い
う
わ
け

で
あ

る
。
そ
う
す

る
と
、
真
頼

の
時
代
ま

で
為

家
自
筆

の
百
人

一
首
が
存
在
し

て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

為
家

と
百
人

一
首

の
関
係
は
、
お
そ
ら
く

『
百
人

一
首
抄
』

(
応
永
十

三
年
奥
書
本
)

の
序
文
に
見
ら
れ
る

「
為
家
卿

の
世
に
人

あ
ま
ね

く
し
る

・

事
に
は
な
れ

る
と
そ
」
と

い
う

一
文

を
嘴
矢

と
す
る
と
思
わ
れ

る
。

ま
た

否
定
的

で
は
あ
る
が
、
戸
田
茂
睡

の

『
百
人

一
首
雑
談
』

に
も
、

「
定
家

卿

死
給

ひ
て
後
、
為
家
卿
此
色
紙

の
歌

を

一
冊

に
写
あ

つ
め
、
名
付
け

い

だ
さ
れ
」

と
か

「
此
百
首

を
為
家
卿
秘

し
て
置
れ
た
れ
ど
も
、
聞
及
た
る

人

ほ
し
く

お
も

ひ
、
虫

干
な

ど
に
出
さ
れ
た
る
時
、
そ

つ
と

一
覧

し
、
百

首
写

し
と
る
べ
き
あ

い
だ
な
け
れ
ぼ
、
天
智
天
皇
秋

の
田

の
、
持
統
天
皇

春
過

て
と
書
取

て
、
宿

へ
帰
り

て
後
下

の
句
を
書

つ
づ
け
た
る
ゆ

へ
、
河

原
左
大
臣

の
歌

に
、
伊
勢
物
語

の
歌
を
書
入
た
り
と
云
説
あ
り
」
(
『
戸
田

四
四

茂
睡
全
集
』
三
〇

八
頁
)
な
ど
と
述

べ
て

い
る
。

も
ち
ろ
ん
、

だ
か
ら
と

い
っ
て
為
家
が
百
人

一
首

を
書
写

し
た

と
い
う

証

拠
は
何
も

な

い
。

し
か
し
面
白

い
こ
と
に
、
為
家
自
筆
本

に

つ
い
て
は
、

藤
井
高
尚
も

『
松

の
落
葉
』

の
中

で
言
及

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

文
暦

の
こ
ろ
、
定
家

の
中
納
言

の
か
き

た
ま

へ
る
嵯
峨

ノ
中
院
障
子

の
色
紙
形

の
百
首

の
歌
を
、
為
家
卿

の
は
じ
め

て
う

つ
し
か
き
た
ま

へ
る
さ
う
し
を
、
江
戸
に
も
た
る
人
あ
り
。
屋
代
弘
賢

の
そ
れ
を
す

き
う

つ
し
と

い
ふ
も

の
に
し

て
見
せ
ら
れ
し
に
、
今

の
世

に

つ
た
は

る
と
は
、
歌

の
も
じ

の
こ
と
な
る
と

こ
ろ
あ
り
。

そ
の
こ
と
な
る
か

ぎ
り
は
、
紀
貫
之

の
歌

ふ
る
さ
と
の
、
大

中
臣
能

宣
の
歌

よ
る
は
も

え
て
、
伊
勢

大
輔

の
歌
け
ふ
は
九
重

に
、
良
暹
法
師

の
歌
な
が
む
れ

ど
、
源

ノ
俊

頼

の
歌

山
お
ろ
し
よ
、
崇
徳
院

の
御
歌
わ
れ

て
す
ゑ

に

も
、
前
大
僧

正
慈

円
の
歌
わ
が

た

つ
杣

の
な
ど
な
り
。
此
異
な
る
所

々
の
、

み
な

よ
き
を
思

ふ
に
、
今

の
世

に

つ
た
は
れ
る
は
、

つ
ぎ

つ

ぎ

に
う

つ
し
あ
や
ま
り
た
る
も

の
に
ぞ
あ
り
け
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
普
通

(
通
行
)
本
と
為
家
自
筆
本

の
間
に
は
、
紀
貫

之
以
下
七
首

の
歌

に
大
き
な
本
文
異
同
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ

の
為
家

自
筆
本
を
底
本
と
す
る
新
抄
は
、
当
然
そ

の
異
同
を
全

て
取
り
込
ん

で
い

る
は
ず

で
あ
る
。
そ

こ
で
正
明
自
筆

本

(
静
嘉
堂
蔵
)
を
調

べ
て
み
た
と



こ
ろ
、
な

る
ほ
ど
大
中
臣
能
宣
歌

・
伊
勢
大
輔
歌

・
源
俊
頼
歌

・
慈
円
歌

は
そ

の
通
り

で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
紀
貫
之
歌

・
良
暹
法
師
歌

・
崇

徳
院
歌

は
通
行
本

の
ま
ま

に
な

っ
て
お
り
、
あ
る

い
は
仮
名
遣

い
以
外
に

も
、
正
明

の
取
捨
選
択
が
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
良
暹
法
師

歌

に

つ
い
て
は
、
版
本

で
は

「
ど
」

に
な

っ
て

い

る
。

ま
た

紀
貫
之
歌

は
、
神
原
文
庫
本

に
お
い
て

「
は
」

の
右
傍

に
朱
筆

で

「
の
」

と
訂
正
さ

れ

て

い
る
の
で
、
相
違
点

は
崇
徳
院
歌

の
み
と
い
う

こ
と
に
な

る

(何
故

「
す

ゑ
に
も
」

と
朱
筆
訂
正

さ
れ
な

か

っ
た

の
か
疑
問
。
あ

る
い
は
見
落

と
し
か
)
。

試

み
に
こ
の
異

同
を
、
現
存

『
小
倉

色
紙
』

と
比
較

し
て
み
る
と
、
伊

勢

大
輔

歌

こ
そ

一
致

し
な

い
も

の
の
、
良
暹
法
師
歌

.
源
俊
頼
歌

の
二
首

は
完

全
に

一
致

し
て

い
る
。
他

の
歌

は
残
念
な
が
ら

『
小
倉
色
紙
』

と
の

比
較
が

で
き

な

い
け
れ

ど
も
、

例
え
ぼ
紀
貫
之
歌

は

『
貫
之
集
』
等

に
見

ら
れ

る
異
同

で
あ
る
し
、
大
中
臣
能
宣
歌

は
百
人

一
首
古
写
本

に
認

め
ら

れ

る
異

同
で
あ
り
、

ま
た
崇
徳
院
歌

は

『
久
安
百
首
』
や

『
志
香
須
賀
本

百

人
秀

歌
』

の
本
文

で
あ

る
な

ど
、

そ
の
異

同
の
信
憑
性

は
十
分

に
あ
る

(
慈
円
歌
に

つ
い
て
は
未
詳
)
。

と

こ
ろ

で
こ
の
屋
代
弘
賢

の
影
写
本

と
お
ぼ

し
き
も

の
が
、
東
洋
大
学

創

立
m

周
年

記
念
日
本
文
学
資

料
展
に
展
示
さ
れ
た
。

『
小
倉

山
さ
う

し

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

き

し
わ

か
』

と
題
す

る
本
が
そ
れ

で
、
図
録

の
解
説
に
よ
る
と
、

屋
代
弘
賢

(
一
七

五
八
ー

一
八
四

一
)
影
写
本
。
不
忍
文
庫
旧
蔵
本
、

黄

色
表
紙

に

「
小
倉
山
さ
う
わ

か
」
と
書
外
題
。
本
文
料
紙
薄
様
。

内
題
、
奥
書
な

し
。
本
書

は
鎌
倉
時
代
古
写
本

の
忠
実
な
影
写
本

で
、

第

一
丁
目
欄
外

に
白
色
紙
、
第

二
丁
緑
、
第

三
丁
浅
緋
等

の
注
記

の

あ

る
こ
と
か
ら
、
原
本

は
色
替
り

の
古
写
本

で
あ

っ
た

こ
と
を
知

る
。

果

し
て
こ
の
影
写

の
原
本
が
鎌
倉
期

の
も

の
で
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、

定
家

の
小
倉
色
紙

(文
暦

二
年
染
筆
)

を
成
書

に
し
た
年
代
が
遡
れ

る
こ
と
と
な

り
、
ま

た
小
倉
色
紙

を
ど
の
よ
う

に
書
承

し
た
か

の
問

題

を
も
秘
め
て

い
る

こ
と
に
な

ろ
う
。

と
あ
る
も

の
の
、
残
念
な

が
ら
為
家

と
の
か
か
わ
り

に
は
全
く
触
れ
ら
れ

て

い
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
幸

い
に
も
崇
徳
院
歌
が
図
版

に
掲
載

さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
と

「
わ
れ
て
す

ゑ
に
も
」

と
読

め
る
。
も
ち

ろ
ん

こ
れ
だ
け

で
断
定

は
で
き
な

い
け
れ

ど
も
、

こ
の
本
が
新
抄

の
底
本

と
な

っ
た
屋
代
弘
賢
の
影
写
本

で
あ
る
可
能

性
は
十
分
考
え
ら
れ

る
。
だ

か
ら

と

い

っ
て
そ

の
原
本
が
為
家
筆

本
か
ど
う
か
の
決

め
手
は
な

い
け
れ

ど
も
、

も
し
為
家
筆

本
が
想
定
さ
れ
れ
ば
、

百
人

一
首

の
最
善

本
と
な

る
ば

か
り

で
な
く
、
百
人

一
首

の
成
立

・
成
書

を
考
察

す
る

一
等

資
料

と
も
な

り
う

る
。
作
者
表
記

の
問
題
だ
け

で
な
く
、
為
家
と
百
人

一
首

の
か
か
わ
り
は

四
五



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

も
う
少

し
深
く
、
そ

し
て
多
角
的
に
追
及
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。
な
お

こ
の

本

は
、

弘
文
荘

の

『
日
本

の
自
筆
本

二
』

(
昭
和

56
年

10
月

発

行
)

に

「
小
倉
山
荘
色
紙
和
歌

(
屋
代
弘
賢
自
筆

影
写
校
合
原
本
鎌

倉
時
代
写
)
」

と
し

て
所
収
さ
れ

て
い
る
。

補

助
資

料
と
し
て
も
う

一
点
だ
け

あ
げ

て
お
こ
う
。
そ
れ

は
新
井
白
石

著

の

『
白

石
先
生
紳
書
』

で
あ
り
、

几

世
に
云
小
倉

山
の
色
紙

と
云
は
、
定
家
卿

の
筆
跡

と
は
見
え
ず
。

為
家

の
書

に
似

た
り
。

(
日
本
随
筆
大
成
第

三
期

六
巻

七
三
〇
頁
)

と
出
て

い
る
。
定
家

と
為
家

の
筆
跡
が
似

て

い
る
と
は
思
え
な

い
け
れ

ど

も

(
あ
る

い
は
定

為

の
誤
り
か
)
、
為
家

と
百
人

一
首

と
の
関
連

を

補

強

す
る
意
味

も
込
め
て
、

こ

こ
に
小
倉

色
紙

さ
え
も
為
家
筆

と
す

る
説
が
あ

っ
た

こ
と
を
提
示
し

て
お
き
た

い
。

最

後
に
、
為
家

の
注
釈
書

に

つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
臼

田
葉
山
講

釈
、
内
山
逸
峰
聞
書

の

『
小
倉
和

歌
百
首
註
尺
』

(享
保
頃
成
立
)

の
序

文

に
、こ

の
聞
書
と

い
ふ
は
、

二
十

ケ
年
以
前
、
仙
洞
様
勢
州
御
法
楽

の
千

首
興
行

の
折
か
ら
、
中

院
殿

に
為
家
卿

の
小
倉
百
首
抄
あ
り
け
れ

ど

も
、

こ
と

の
外

か
す

か
に
し
て
し
れ
が

た
き
ゆ

へ
、
為
家

の
抄
を
も

と
と
し
て
、

五
家

の
歌
所

の
衆
中

と
御
詮
議

の
上
、
定
り
た

る
御
抄

四

六

是

あ
る
由
な
れ

ど
も
世

に
行
れ
ず
。
葉
山
先
生
伝
授
し

て
と
山

の
地

に
て
講
ぜ
ら
れ

し
よ
り
、
承
り

し
内
十
が

一
二
を
書
と
め
侍
り

ぬ
。

と
あ

る
。
中
院
殿
は
通
茂

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
序
文
を
信
じ
れ
ば
、
何
と

為
家

の
小
倉
百
首
抄
が
実
存
し
た

こ
と

に
な
る
。
し
か
し
『
古
今

為
家
抄
』

の
例
が
あ
る
よ
う

に
、
権
威
付
け

の
た
め
に
担
ぎ
出
さ
れ
た
も

の
か
も
し

れ
な

い
。
真
偽

の
程
は
と
も
か
く
、
百
人

一
首
に
お
け
る
為
家
の
存
在

の

重
要
性
を
知
る
資
料
に
は
な
る

で
あ
ろ
う

。

七
、
百
人
秀
歌
型
配
列
の
異
本
百
人

一
首

〈翻
刻
〉

百

人
秀

歌
と
百
人

一
首

の
中
間
本
、
あ

る
い
は
混
態
本

と
で
も
称
す

べ

き

「
異
本
百
人

一
首
」

の

存

在
に

つ
い
て
は
、

既

に
紹
介
済

み
で
あ

る

(和

歌
文

学
研
究

61

・
平
成
2
年

10
月
参

照
)
。

し
か
し

紙
面

の
都
合
上
、

そ
の
全
文

を
掲
載
す

る
こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
。
そ

こ
で
資
料
編

と
し
て

こ
こ
に

「
異

本
百

人

一
首
」

を
翻
刻

し
、
百
人

一
首
研
究

の

一
助

と
し
た

い
。
歌

は
百

人

一
首

で
あ
り
な
が
ら
、
配
列

は
百
人
秀
歌
を
完
全

に
踏
襲

し
て
お
り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
従
来

の
百
人

一
首
研
究
史
が
大
き
く
修
正
さ

れ
る
こ
と
に
な

る
か
も

し
れ
な

い
か
ら

で
あ
る
。

底
本

は
跡

見
学
園
短
期
大
学
図
書
館
蔵

の
伝
小
堀
遠
州
筆
本
百
人

一
首

〔
一
-

一
六
四
七
-

四
四
五
六
九
Ψ

で
あ

る
。
簡
単
に
書
誌
を
示
す
と
、



外
題

・
内
題

と
も

に

「
百
人

一
首
」

と
な

っ
て
い
る
。
寸
法
は
約

23
㎝
×

16

㎝
。
装

丁
は
列
帖
装
。
表
紙
は
青
地
に
金

泥

で
竹
雀

の
図
が
書
か
れ
て

い
る
。
墨
付
は

12
丁
で
、

一
面

9
行
書
き
。
作
者

・
和
歌
と
も
に

一
行
書

き
に
な

っ
て
い
る
。
鳥

の
子
料
紙
に
典
型
的
な
定

家
様

で
書

か
れ

て
い
る
。

書
写
年
代
は
慶
長
頃
か
、
や
や
下
る
頃

で
あ
ろ
う

。
翻
刻
に
際

し
て
、
底

本
に
存
す
る
本
文
校
異
は
、
便
宜
的
に
カ

ッ

コ

(

)
に
よ

っ
て
示
し
た
。

ま
た
頭

の
番
号
は
通
行

の
百
人

一
首

の
歌
順

で
あ
る
。
底
本

の
翻
刻
を
快

く
許
可
下
さ

っ
た
跡
見
学
園
短
期
大
学
図
書
館

に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な

お
影
月
堂
文
庫

に
も
寛
文
頃
写

の
異
本
を

一
本
所
蔵

し
て
い
る
が
、
残

念
な

こ
と
に
前
半
部

35
首
が
欠
落

し
て
い
る
の
で
、
補
強
資
料

と
し
て
し

か
使

え
な

い
。

(本
学
専
任
講
師
)

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

百
人

一
首

天
智
天
皇

1
秋

の
田
の
か
り

ほ
の
庵

の
苫

を
あ
ら

み
わ
が
衣

で
は

つ
ゆ

に
ぬ
れ

つ
つ

持
統
天
皇

2
春
す
ぎ

て
夏
き

に
け
ら

し
白
妙

の
衣

ほ
す

て
ふ
あ
ま

の
か
ぐ
や
ま

柿
本
人
丸

3
あ
し
ひ
き

の
山
鳥

の
お

の
し
だ
り
お
の
な
が
な
が

し
夜
を
ひ
と
り

か
も

ね
む

山
邊
赤

人

4
田
子

の
浦
に
打

い
で
て
み
れ
ば
白
妙

の
ふ
じ

の
た
か
ね
に
雪
は
ふ
り

つ

つ
」
ー
オ

中
納
言
家
持

6
鵲

の
わ
た

せ
る
は
し
に
を
く
霜

の
白
き
を
見
れ
ば

夜
ぞ
更
に
け
る

安
陪

仲
磨

7
あ
ま

の
原

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
か
す
が
な
る
三
笠

の
山
に

い
で
し
月
か
も

参
議

篁

11
わ
た

の
原
八
十
嶋

か
け

て
こ
ぎ
出

ぬ
と
人
に
は

つ
げ
よ
あ
ま

の
つ
り
舟

猿
丸
大
夫

四
七



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

5
お
く
山

に
紅
葉

ふ
み
分
な
く
鹿

の
声
き
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き

中
納
言
行
平
」
ー
ウ

ー6
立
わ
か
れ

い
な
ば

の
山

の
峰
に
お

ふ
る
松
と
し
き
か
ば
今

か

へ
り
こ
む

在

原
業

平
朝

臣

17
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
立
田
河
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
ぐ
る
と
は

藤

原
敏
行
朝
臣

18
住

の
江

の
岸
に
よ
る
浪
よ
る
さ

へ
や
ゆ
め

の
か
よ
ひ
ぢ
人

め
よ
く
ら
む

陽

成
院

13

つ
く
ば
ね

の
峰
よ
り
お

つ
る
み
な
の
河

こ
ひ
そ

つ
も

り
て
ふ
ち
と
な
り

ぬ
る

小

野
小

町

9
花

の
色
は
う

つ
り
に
け
り
な

い
た
づ
ら
に
我
身

世
に
ふ
る
な
が

め
せ
し

ま
に
」
2
オ

喜
撰
法
師

8
わ
が
庵
は
み
や

こ
の
た

つ
み
し
か
ぞ
住
世
を
う

ち
山
と
人

は

い
ふ
な
り

僧

正
遍
昭

12
あ
ま

つ
風
雲

の
か
よ

ひ
ぢ
吹
と
ち
よ
乙
女

の
す

が
た
し
ぼ

し
と
ど
め
ん

蝉
丸

10

こ
れ
や

こ
の
ゆ
く
も
か

へ
る
も
わ

か
れ
て
は
し
る
も

し
ら

ぬ
も
相
坂

の

四
八

関

河

原
左
大
臣

14
み
ち

の
く

の
し

の
ぶ
も
ち
ず
り
誰
ゆ

へ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な

く
に

光
孝
天
皇
」
2
ウ

ー5
君
が
た
め
春

の
野
に

い
で
て
若
菜

つ
む
我

衣
手

に
雪

は
ふ
り

つ
つ

伊
勢

16
な
に
は
が
た
み
じ
か
き
あ
し
の
ふ
し
の
ま
も
あ

は
で
こ
の
世

を
す
ぐ

し

て
よ
と
や

元
良
親
王

20
侘

ぬ
れ
ば
今

は
た
お
な

じ
な

に
は
な

る
身

を

つ
く

し
て
も
あ

は
む

と
そ

思

源
宗
于
朝
臣

28
山
ざ

と
は
冬
ぞ

さ
び

し
さ
ま

さ
り
け

る
人

め
も
草
も
か
れ

ぬ
と
思

へ
ば

素
性
法
師

21
今

こ
む

と
い
ひ
し
ば

か
り

に
長
月

の
あ
り
あ
け

の
月
を
待

い
で

つ
る
か

な
L
3
オ

菅
家

24
こ
の
た
び

は
ぬ
さ
も

と
り
あ

へ
ず
手
向
山
紅
葉

の
に
し
き
神

の
ま
に
ま



に

壬
生
忠
岑

30
在

明
の

つ
れ
な

く
み
え

し
別

よ
り
あ
か

つ
き
ば

か
り
う
き
物

は
な

し

几
河
内
躬
恒

29
心
あ

て
に
お
ら
ば
や

お
ら
む
初
霜

の
を
き
ま
ど
は

せ
る
白
菊

の
花

紀

友
則

33
久
方

の
ひ
か
り

の
ど
け
き
春

の
日
に
し
づ
心
な
く
花

の
ち
る
ら
ん

文
屋
康
秀
」
3
ウ

22
吹

か
ら

に
秋

の
草
木

の
し
ほ

る
れ
ば
む

べ
山
風

を
嵐

と
い
ふ
ら
む

紀
貫
之

35
人
は

い
さ
心
も
し
ら
ず

ふ
る
さ
と
は
花
そ
む
か
し

の
か
に
匂

ひ
け
る

坂
上
是
則

31
朝
ぼ

ら
け
あ

り
明

の
月

と
見

る
ま
で
に
吉
野

の
里
に
ふ
れ

る
白
雪

大
江
千
里

23
月

み
れ
ば
千

々
に
物

こ
そ
か
な
し
け
れ
我
身

ひ
と

つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね

ど

藤
原
興
風

34
た
れ

を
か
も

し
る
人

に
せ
む
た

か
さ
ご
の
松
も
昔

の
友
な
ら
な
く

に
」

4
オ

可
『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

春
道
列
樹

32
山
河
に
風

の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は
な
が
れ
も
あ

へ
ぬ
紅
葉
な
り
け
り

清
原
深
養

父

36
夏

の
夜
は
ま
だ
よ
ひ
な
が

ら
あ
け

ぬ
る
を
雲

の

い
つ
こ

(
く
)

に
月

や

ど
る
ら

ん

貞
信
公

26
を
ぐ
ら
山
峰

の
紅
葉

々
心
あ
ら
ば
今

一
た
び

の
み
ゆ
き
ま
た
な
む

三
條
右

大
臣

25
名
に
し
お
は
ば
あ
ふ
さ
か
山
の
さ
ね

か
づ
ら
人

に
し
ら
れ
で
く

る
よ
し

も
が
な

中
納
言
兼
輔
」
4
ウ

27
み
か

の
原
わ
き

て
な
が
る
る

い
つ
み
川

い

つ
み
き
と

て
か

こ
ひ
し
か
る

ら
む

参
議
等

39
あ

さ
ち
ふ
の
小
野

の
し
の
原

し
の
ぶ
れ

ど
あ
ま
り

て
な
ど

か
人

の
恋
し

き

文
屋
朝
康

37
白

露
に
風

の
吹
し
く
秋

の
野
は

つ
ら

ぬ
き

と
め
ぬ
た
ま
ぞ
ち
り
け

る

右
近四

九



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

38
わ
す
ら
る
る
身
を
ば
お
も
は
ず
ち
か
ひ
て
し
人

の

い
の
ち
の
お
し
く
も

あ

る
か
な

(
権
)
中
納
言
敦
忠

43
あ

ひ
み
て
の
後

の
心

に
く
ら

ぶ
れ
ば
昔

は
も

の
も
(
を
イ
)
お
も

は
ざ
り

け
り
」
5
オ

平
兼
盛

40
し
の
ぶ
れ

ど
色

に
い
で
に
け
り
我
恋

は
物
や

お
も

ふ
と
人

の
と
ふ
ま

で

壬
生
忠
見

41

こ
ひ
す

て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
に
け
り
人
し
れ
ず

こ
そ
思
そ
め
し
か

謙
徳
公

45
あ
は
れ

と
も

い
ふ
べ
き
人

は
お
も

ほ
え

で
身

の
い
た
づ
ら

に
成

ぬ
べ
き

か
な

44
あ

ふ
事

の
た
え

て
し
な
く
は
中
々
に
人
を
も
身
を
も
う

ら
み
ざ

ら
ま
し

清
原
元
輔

」
5
ウ

42
ち
ぎ

り
き
な

か
た
み
に
袖
を

し
ぼ
り

つ

つ
す
ゑ

の
松
山
浪

こ
さ
じ

と
は

源
重
之

48
風
を

い
た
み
岩

う

つ
浪

の
を
の
れ
の
み
く
だ
け
て
物

を
お
も

ふ

こ
ろ
か

な

曽
禰
好
忠

五
〇

46
ゆ
ら

の
と
を
わ

た
る
舟
人

か
ち
を

た
え
行
衛
も

し
ら

ぬ
こ
ひ
の
道
か
な

大
中
臣
能
宣
朝
臣

49
み
か
き
も
り
衛
士

の
た
く
火

の
よ
る
は
も
え
ひ
る
は
き
え

つ
つ
物

を
こ

そ
お
も

へ

藤
原
義
孝

50
君
が

た
め
お
し
か
ら
ざ

り
し
い
の
ち

さ

へ
な
が
く
も
が
な

と
お
も

ひ
け

る
か
な
」

6
オ

藤
原
実
方
朝
臣

51
か
く

と
だ

に
え

や
は
伊
吹

の
さ

し
も
草
さ
し
も
し
ら
じ
な
も
ゆ
る
お
も

ひ
を

藤

原
道
信
朝

臣

52
あ
け

ぬ
れ
ば
く
る

る
物

と
は
し
り
な
が
ら
猶
う
ら
め
し
き
朝
ぼ

ら
け
哉

恵
慶
法
師

47
や

へ
む
ぐ
ら

し
げ
れ

る
や
ど

の
さ
び

し
き

に
人

こ
そ
み
、民
ね
秋
は
き
に

け
り

三
條
院

68
心

に
も
あ
ら

で
こ
の
世
に
な
が
ら

へ
ぼ

こ
ひ
し
か
る
べ
き
夜
は

の
月
哉

儀

同
三
司
母
」
6
ウ

54
わ
す
れ

じ
の
行
く
す

ゑ
ま
で
は
か
た
け
れ
ぼ
け

ふ
を
か
ぎ
り

の
い
の
ち



と
も
が
な

右
大
将
道
綱
母

53
な
げ
き

つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
の
あ
く

る
ま
は

い
か
に
久

し
き
物

と
か
は

し
る

能
因
法
師

69
あ

ら
し
吹

三
室

の
山
の
紅
葉

々
は
龍

田
の
河

の
に
し
き
な
り
け
り

良
暹
法
師

70
さ
び

し
さ
に
や
ど
を
立

い
で
て
な
が
む
れ
ば

い
つ
く
も

お
な
じ
秋

の
夕

暮

大
納
言
公
任

55
た
き

の
い
と
は
た
え

て
久

し
く
成

ぬ
れ

ど
名

こ
そ
な
が
れ

て
猶
き

こ
え

け
れ
」

7
オ

清
少
納
言

62
夜
を

こ
め
て
鳥

の
そ
ら
ね

は
は
か
る

と
も
世

に
あ

ふ
さ
か

の
関
は
ゆ
る

さ

じ

和

泉
式
部

56
あ
ら
ざ
む

こ
の
世

の
ほ
か

の
お
も

ひ
出
に

い
ま

一
た
び

の
あ
ふ
事
も
が

な

大
貳
三
位

『
百
人

潮
首
』

の
再
検
討

58
あ
り
ま
山
ゐ
な

の
さ
さ
原
風

ふ
け
ば

い
で
そ

よ
人

を
わ
す
れ

や
は
す

る

赤
染
衛
門

59
や
す
ら

は
で
ね
な
ま

し
物
を
さ
夜
更

て
か
た

ぶ
く
ま

で
の
月
を
見
し
か

な

紫
式
部
」

7
ウ

57
め
ぐ
り
あ

ひ
て
見

し
や
そ
れ

と
も
わ

か
ぬ
ま

に
雲
が
く
れ
に
し
夜
半

の

月
哉

伊

勢
大
輔

61
い
に
し

へ
の
な
ら

の
宮

こ
の
八
重
桜
け

ふ
九
重
に
に
ほ

ひ
ぬ
る
か
な

小

式
部
内
侍

60
大
江
山

い
く
野

の
道

の
と
を
け
れ
ば
ま
だ

ふ
み
も
み
ず
あ
ま

の
は
し
立

権

中
納

言
定
頼

64
あ
さ
ぼ
ら
け
う
ち

の
河
ぎ
り
た
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る
せ
ぜ

の
あ

じ
ろ
木

左

京
大
夫
道
雅

63
今
は
た
だ
お
も

ひ
た
え
な
む
と
ば

か
り
を
人
づ
て
な

ら
で

い
ふ
よ
し
も

が
な
」

8
オ

周
防
内
侍

67
春

の
夜

の
ゆ
め
ば

か
り
な
る
手
枕

に
か
ひ
な
く

た
た
む
名

こ
そ
お
し
け

五

一



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

れ

大
納
言
経
信

71
ゆ

ふ
さ
れ
ぼ

門
田

の
い
な
ば

を
と
つ
れ
て
あ
し
の
丸

屋
に
秋

か
ぜ
ぞ
吹

前

(
イ
な

し
)
大
僧

正
行
尊

66
も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
お
も

へ
山
ざ
く
ら
花
よ
り
ほ
か
に
し
る
人
も
な

し

前

(
権
イ
)
中
納
言
匡
房

73
高
砂

の
尾
上

の
さ
く
ら

さ
き

に
け
り

と
山

の
か
す

み
た
た
ず
も
あ
ら
な

む

祐

子
内
親
王
家
紀
伊
」

8
ウ

72
を
と
に
き
く
た
か
し

の
は
ま
の
あ
だ
浪

は
か
け

じ
や
袖

の
ぬ
れ
も

こ
そ

す
れ

相
模

65
う
ら

み
わ
び
ほ
さ

ぬ
袖
だ
に
あ
る
物

を

こ
ひ
に
く
ち
な
む
名

こ
そ
お
し

け
れ

源
俊
頼
朝
臣

四
う

か
り
け

る
人
を

は

つ
せ
の
山
下
風
よ

は
げ

し
か
れ

と
は

い
の
ら

ぬ
物

を

崇

徳
院

五
二

77
せ
を
は
や
み
岩

に
せ
か
る
る
た
き
河

の
わ
れ

て
も
末

に
あ

は
む

と
そ

お

も

ふ

待
賢
門
院
堀
河

80
な
が
か
ら
む
心
も
し
ら
ず
く
ろ
か
み

の
み
だ
れ
て
け

さ
は
物

を

こ
そ
思

へ
」

9
ナ

法
性
寺
入
道

前
関
白

太
政

大
臣

76
わ

た
の
原

こ
ぎ

い
で
て
見
れ
ば
久
方

の
雲
ゐ
に
ま
が

ふ
お
き

つ
白

な
み

左
京
大
夫
顕
輔

79
秋
風

に
た
な
び
く
雲

の
た
え
ま

よ
り
も
れ

い
つ
る
月

の
か
げ

の
さ
や
け

さ

源
兼
昌

78
あ
は
ち
嶋

か
よ
ふ
ち
ど
り
の
な
く
声

に

い
く
夜
ね

(
め
イ
)
さ

め
ぬ
す

ま

の
関
守

藤

原
基
俊

75
ち
ぎ
り
を
き
し
さ

せ
も
が

つ
ゆ
を
命
に

て
あ
は
れ

こ
と
し
の
秋

も

い
ぬ

め
り

道
因
法
師
」
9
ウ

82
お
も

ひ
侘

さ
て
も

い
の
ち
は
あ
る
物
を
う
き

に
た

へ
ぬ
は
な
み
だ
な
り

け
り



藤
原
清
輔
朝
臣

84
な
が
ら

へ
ぼ

又
こ
の
ご
ろ
や

し
の
ぼ
れ
む
う

し
と
見

し
世
ぞ
今
は

こ
ひ

し
き

俊

恵
法
師

85
夜
も
す
が
ら
物
お
も

ふ
こ
ろ
は
あ
け
や
ら

ぬ
閨

の
ひ
ま
さ

へ
つ
れ

な
か

り
け
り

後
徳

大
寺
左
大
臣

81
郭

公
な

き

つ
る
方

を
な
が
む
れ
ば

た
だ
あ
り
あ
け

の
月
そ

の
こ
れ

る

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

83
世
中

よ
道

こ
そ
な
け
れ

お
も

ひ
い
る
山

の
お
く
に
も
鹿
ぞ
な
く
な
る
」

10
オ

西
行
法
師

86
な
げ
け
と

て
月
や
は
物

を
お
も
は
す
る
か

こ
ち
が
ほ
な
る
わ
が
な

み
だ

か
な

皇
嘉
門

院
別
当

88
な
に
は
江

の
あ
し
の
か
り
ね

の

一
夜
ゆ

へ
身

を

つ
く

し
て
や
恋
わ
た

る

べ
き

殷
富
門
院
大
輔

90
見

せ
ば
や
な
を

じ
ま

の
あ
ま

の
袖
だ

に
も

ぬ
れ

に
ぞ

ぬ
れ

し
色
は
か
は

『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

ら
ず

式

子
内
親
王

89
玉

の
緒
よ
た
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら

へ
ば

し
の
ぶ
る
事

の
よ
は
り
も
ぞ

す
る

寂
蓮
法
師
」

10
ウ

87
む
ら

雨
の

つ
ゆ
も
ま
だ

ひ
ぬ
ま
き

の
は

に
霧
立

の
ぼ

る
秋

の
夕
ぐ
れ

二
条
院
讚
岐

92
わ
が

こ
ひ

(
袖
イ
)
は
し
ほ

ひ
に
見
え

ぬ
お
き

の
石

の
人

こ
そ
し
ら
ね

か

は
く
ま
も
な
し

後
京

極
摂
政
前

太
政
大
臣

91
き
り
ぎ

り
す
な
く
や
霜

夜
の
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き

ひ
と
り

か
も
ね

む

前
大
僧
正
慈
円

95
お
ほ
け
な
く
う
き
世

の
民

に
お
ほ
ふ
か
な
わ
が
た

つ
杣

に
す
み
ぞ
め

の

袖

参

議
雅
経

94
み

よ
し
野

の
山

の
秋
風
さ
夜
更

て
ふ
る
さ
と
さ
む
く
衣
う

つ
な
り
」

1ー

オ

、

鎌

倉
右
大
臣

五
三



『
百
人

一
首
』

の
再
検
討

93
世
中
は

つ
ね
に
も
が
も
な
な
ぎ

さ

ご
ぐ
あ

ま
の
小
舟

の

つ
な

で
か
な

し

も

正
三

(
従

二
イ
)
位

家
隆

98
風
そ

よ
ぐ
な
ら

の
小
川

の
ゆ

ふ
ぐ
れ
は
み
そ
ぎ

ぞ
夏

の
し
る
し
也
け
る

権
中
納
言
定
家

97
こ
ぬ
人
を
ま

つ
ほ
の
浦

の
夕
な
ぎ

に
や
く
や
も
し
ほ

の
身
も

こ
が
れ

つ

つ

入
道
前
大
政
大
臣

96
花
さ
そ
ふ
あ
ら
し

の
庭

の
雪
な
ら

で
ふ
り
行
物

は
我
身
な

り
け
り

後
鳥

羽
院
」

1ー
ウ

99
人
も
お
し
人
も
う
ら
め
し
あ
ぢ
き
な
く
世
を
お
も

ふ
ゆ

へ
に
物

お
屯

ふ

身
は

順
徳
院

㎜
百
敷

や
ふ
る
き
軒
ば

の
し
の
ぶ

に
も
な
を
あ
ま
り
あ
る
む
か

し
な
り
け

り
」

12
オ

五
四


