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『
千
五
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
藤
原
良
経
の
判
詞
「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
の
意
図

を
め
ぐ
っ
て

黄

一

丁

は
じ
め
に

建
仁
三
（
一
二
〇
三
）
年
始
め
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
千

五
百
番
歌
合
』
の
夏
三
及
び
秋
一
の
部
立
に
は
、
藤
原
良
経
に
よ
る
絶
句

の
詩
の
形
を
持
つ
判
詞
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
従
来
和
文
で
書
か
れ
て
き

た
歌
合
判
詞
に
お
い
て
極
め
て
独
創
的
な
形
式
で
あ
る
。

漢
詩
で
和
歌
を
判
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
歌
語
を
漢
語
表
現
に
翻
訳
す
る

こ
と
に
な
る
。
あ
る
歌
語
に
宛
て
ら
れ
た
判
詞
中
の
詩
語
か
ら
、
良
経
の

そ
の
歌
語
に
対
す
る
理
解
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
場
合
が
あ
る
。

良
経
に
よ
る
漢
詩
判
詞
に
次
の
例
が
あ
る
。

五
百
番

左
勝

公
経
卿

か
は
づ
な
く
は
す
の
下
葉
の
さ
ゞ
浪
に
浮
草
わ
く
る
夕
暮
れ
の
風

右

丹
後

わ
か
る
れ
ば
こ
れ
も
名
残
の
お
し
き
哉
夏
の
か
ぎ
り
の
日
ぐ
ら
し
の

声寒
蝉
自
本
秋
天
物

送
夏
何
因
欲
惜
声

（
寒
蝉
本
よ
り
秋
天
の
物
な
れ
ば

夏
を
送
り
て
何
に
因
り
て
か
声

を
惜
し
ま
む
と
欲
す
る
）（

一
）

五
百
番
の
二
首
は
、
夏
三
の
部
立
の
歌
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
晩
夏
の
情

景
を
詠
っ
て
い
る
。
良
経
に
よ
る
一
聯
の
判
詞
は
、
右
の
丹
後
歌
を
批
判

し
、
そ
れ
を
負
け
と
し
た
理
由
を
説
明
し
て
お
り
、
左
の
公
経
歌
に
は
触

れ
て
い
な
い
。
丹
後
歌
の
歌
意
は
、
「
夏
と
別
れ
る
の
で
、
こ
の
声
も
名

残
惜
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
夏
の
終
焉
の
ひ
ぐ
ら
し
の
声
は
」
と
理
解
す
れ

ば
大
過
は
な
か
ろ
う
。
夏
の
終
わ
り
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
声
を
惜
し
む
と

詠
む
の
は
、
丹
後
が
こ
の
歌
で
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
声
を
秋
に
な
れ
ば
鳴

か
な
く
な
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

良
経
は
、
丹
後
歌
に
対
し
て
、「
寒
蝉
は
も
と
よ
り
秋
の
物
な
の
だ
か
ら
、

夏
を
送
る
日
に
ど
う
し
て
そ
の
鳴
き
声
を
惜
し
む
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
」
と
批
判
す
る
。

こ
こ
で
先
ず
「
寒
蝉
」
と
い
う
語
彙
に
注
目
す
る
。
管
見
の
限
り
、
和

歌
関
係
の
文
献
で
は
、
良
経
の
判
詞
以
外
の
「
寒
蝉
」
の
用
例
は
、
群
書

類
聚
本
系
統
『
金
槐
集
』
に
お
け
る
一
八
九
番
歌
の
題
に
し
か
見
ら
れ
な

い
（
二
）

。
ま
た
、
そ
の
和
ら
げ
だ
と
考
え
ら
れ
る
「
寒
き
蝉
」
も
和
歌
で
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は
一
例
し
か
見
当
た
ら
な
い

（
三
）

。
従
っ
て
、
「
寒
蝉
」
は
和
歌
の
世
界
で

は
耳
遠
い
表
現
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
寒
蝉
」
は
漢
文
学
で

は
よ
く
使
わ
れ
る
。
中
国
側
の
早
い
用
例
は
『
礼
記
』
に
既
に
見
ら
れ
、

日
本
漢
文
学
で
の
初
見
も
『
懐
風
藻
』
に
既
に
あ
る
。
良
経
は
漢
文
学
か

ら
「
寒
蝉
」
を
借
用
し
、
和
歌
の
判
詞
で
用
い
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
こ
で
生
じ
る
疑
問
は
、
良
経
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
「
寒
蝉
」
と
考
え

た
理
由
で
あ
る
。

「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
漢
字
表
記
で
あ
る
「
蜩
」
は
、『
爾
雅
』
の
「
釈
虫
」

の
疏
で
は
、
「
蝉
」
の
異
名
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
四
）

。
更
に
、
日
本
側
の

資
料
を
見
る
と
、
『
新
撰
字
鏡
』
の
「
蝉
」
条
に
「
蜩
也
、
世
比
」
と
い

う
記
述
が
存
在
す
る

（
五
）

。
従
っ
て
、
「
蜩
」
は
「
蝉
」
と
同
じ
も
の
或
い

は
近
似
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
、
『
和
名
類
聚
抄
』
を
繙
け
ば
、
「
茅
蜩
」
条
に
「
（
前
略
）
比
久

良
之
、
（
中
略
）
小
青
蝉
」
と
あ
り
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
小
さ
い
青
色
の
蝉

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、「
寒
蝉
」
条
に
あ
る
「
似
蝉
而
青
者
」

と
い
う
記
述
か
ら

（
六
）

、
「
寒
蝉
」
は
、
青
色
の
蝉
に
近
似
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
「
寒
蝉
」
と
は
、
外
見
に
お
い
て

近
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

以
上
の
資
料
の
記
述
か
ら
、
詩
語
の
「
寒
蝉
」
が
歌
語
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」

と
対
応
す
る
こ
と
は
想
像
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
対
応
関
係

を
明
言
す
る
の
は
良
経
よ
り
時
代
の
下
る
元
亀
二
（
一
五
七
二
）
年
京
大

本
『
運
歩
色
葉
集
』
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

寒
蝉

（
七
）

ひ
ぐ
ら
し

と
の
記
載
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
は
江
戸
時
代
の
『
書
言
字
考

節
用
集
』
な
ど
に
も
継
承
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
・
『
古

語
大
鑑
』
な
ど
の
現
代
古
語
辞
書
の
「
寒
蝉
」
条
に
も
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と

の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
良
経
の
判
詞
に
あ
る
「
寒
蝉
」
が
丹
後
歌
の
「
ひ
ぐ

ら
し
」
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
漢
兼
作
の
文
人
で
あ

る
彼
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
漢
語
で
は
「
寒
蝉
」
に
あ
た
る
と
い
う
認
識
を

持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
良
経
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詩
語
の

「
寒
蝉
」
と
等
し
く
、
も
と
よ
り
秋
の
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ど
う
や
ら
詠
者
の
丹
後
と
判
者
の
良
経
と
は
、
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」

の
詠
ま
れ
る
季
節
に
関
し
て
何
故
か
違
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
。

本
稿
で
は
、
先
ず
詩
語
「
寒
蝉
」
と
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
季
節
を
確

認
し
、
そ
の
後
、
良
経
と
丹
後
と
の
間
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
歌
語
の
季
節

を
巡
っ
て
相
違
の
生
じ
た
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
考
察
を
行

い
、
最
後
に
良
経
に
よ
る
判
詞
の
意
図
を
推
測
す
る
。

一

「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
の
根
拠

本
章
で
は
、
良
経
が
判
詞
で
「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
と
主
張
す
る
根
拠

を
、
詩
語
「
寒
蝉
」
と
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
詠
ま
れ
方
か
ら
確
認
す
る
。

詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
に
つ
い
て

1

―
良
経
判
詞
の
根
拠

其
の
一

―

本
節
で
は
、
詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
を
確
認
す
る
。

中
国
古
典
文
学
で
は
、
寒
蝉
の
季
節
を
直
接
的
に
説
明
す
る
の
は
、『
礼

記
』
月
令
に
お
け
る
記
述
で
あ
る
。

孟
秋
之
月
、
（
中
略
）
涼
風
至
、
白
露
降
、
寒
蝉
鳴

（
八
）

。
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時
代
の
下
る
文
学
作
品
を
確
認
し
て
も
、「
寒
蝉
」
の
季
節
は
『
礼
記
』

の
記
述
と
合
致
し
、
秋
の
も
の
と
し
て
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
日
本
で
も

広
く
流
布
し
、
良
経
も
目
に
し
た
可
能
性
の
高
い
『
文
選
』『
白
氏
文
集
』

よ
り
用
例
を
掲
げ
る
。

秋
風
発
微
涼
、
寒
蝉
鳴
我
側
。
（
『
文
選
』
巻
二
四

曹
子
建
「
贈
白

馬
王
彪
」
）

碧
樹
未
揺
落
、
寒
蝉
始
悲
鳴
。
（
『
白
氏
文
集
』
巻
六
三
「
酬
牛
相
公

宮
城
早
秋
寓
言
見
示
兼
呈
夢
得
時
夢
得
有
疾
」
）（

九
）

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
古
典
文
学
に
お
け
る
「
寒
蝉
」
は
疑
い
な
く
秋

の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
日
本
漢
文
学
の
場
合
は
ど
う
か
。
以
下
、
良
経

の
時
代
ま
で
の
「
寒
蝉
」
の
用
例
を
掲
げ
る
。

玄
燕
翔
已
返
、
寒
蝉
嘯
且
驚
。
（
『
懐
風
藻
』

紀
古
麻
呂
「
五
言
秋

宴
得
声
清
驚
情
四
字

一
首
」

二
三
）

寒
蝉
唱
而
柳
葉
飄
、
霜
雁
度
而
蘆
花
落
。
（
同

山
田
史
三
方
「
五

言
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客

一
首
並
序
」

五
二
）

寒
蝉
鳴
葉
後
、
朔
雁
度
雲
前
。
（
同

下
毛
野
虫
麻
呂
「
五
言
秋
日

於
長
王
宅
宴
新
羅
客

一
首
並
序
賦
得
前
字
」

六
五
）

樹
聴
寒
蝉
断
、
雲
征
遠
雁
通
。
（
『
凌
雲
集
』

嵯
峨
天
皇
「
重
陽
節

神
泉
宛
賜
宴
群
臣
、
勒
空
通
風
同
」

四
）

寒
蝉
驚
爽
序
、
晩
虎
嘯
涼
風
。
（
『
田
氏
家
集
』

「
秋
風
詞
」
題
中

韻

一
三
）

黄
落
相
催
、
八
月
之
寒
蝉
満
耳
。
（
『
本
朝
文
粋
』

紀
斉
名
「
落
葉

賦
以
秋
風
四
起
灑
落
有
声
為
韻
」

八
）（

十
）

日
本
漢
文
学
で
は
、
「
寒
蝉
」
の
用
例
は
、
上
代
の
『
懐
風
藻
』
か
ら

平
安
中
期
の
『
本
朝
文
粋
』
ま
で
見
ら
れ
る
。
用
例
に
挙
げ
た
漢
詩
の
季

節
は
、
傍
線
部
か
ら
い
ず
れ
も
秋
だ
と
判
断
で
き
る
。
従
っ
て
、
日
本
漢

文
学
に
お
い
て
も
、
「
寒
蝉
」
は
中
国
古
典
文
学
と
同
様
、
秋
の
詩
語
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
残
念
な
が
ら
、
良
経
に
よ
る
「
寒
蝉
」
の
用
例
は
当

該
判
詞
以
外
に
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
、
現
存
す
る
良
経
と
同
時
代
の
漢

詩
に
も
、
「
寒
蝉
」
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
漢
詩

に
精
通
す
る
彼
は
、
中
国
古
典
文
学
と
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
「
寒
蝉
」

の
詠
ま
れ
方
を
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
良
経
の
判
詞
に
お
け
る
「
寒
蝉
は
も
と
よ
り
秋
の
も
の
で

あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
中
国
文
学
や
日
本
漢
詩
に
お
け
る
実
際
の
詠
法

に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
万
葉
集
』
か
ら
『
堀
河
百
首
』
ま
で
の
歌
語
「
ひ
ぐ
ら

2

し
」
の
季
節

―
良
経
判
詞
の
根
拠

其
の
二

―

前
節
で
は
詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
は
秋
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
が
、
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良
経
の
判
詞
の
「
寒
蝉
」
は
丹
後
歌
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
漢
訳
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
良
経
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
も
と
よ
り
秋
の
歌
語
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
真
偽
を
検
証
す
る
た
め
、
本
節
で
は

歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
季
節
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
詠
ま
れ
方
は
、
主
に
夏
に
詠
ま
れ
る
「
せ
み
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
柳
澤
良
一
氏
は
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
蜩
条

で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
で
は
、
夏
と
秋
の
両
方
の
部
に
入
っ
て
い
る
。
『
古
今

集
』
以
後
は
、
単
に
「
蝉
」
と
あ
れ
ば
、
そ
の
羽
の
薄
さ
を
夏
の
衣

服
に
た
と
え
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
夏
の
季
節
の
も
の
、
一
方
、

「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
秋
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、『
金

葉
集
』
以
降
は
夏
の
部
に
も
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
は
、

夏
な
の
に
秋
の
涼
し
さ
の
趣
を
も
つ
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る

（
十
一
）

。

柳
澤
氏
が
『
古
今
集
』
以
後
『
金
葉
集
』
ま
で
は
「
秋
の
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、『
古
今
集
』
か
ら
『
後

拾
遺
集
』
に
至
る
勅
撰
集
で
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
全
て
秋
の
歌
語
と
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
『
古
今
集
』
直
前
の
時
期
か
ら

『
堀
河
百
首
』
ま
で
の
間
の
私
家
集
・
歌
合
・
定
数
歌
で
も
、
次
章
に
挙

げ
る
僅
か
な
例
外
を
除
け
ば
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
や
は
り
秋
の
も
の
と
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
。

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
秋
山
を
こ
え
く
れ
ば
こ
と
ぞ
と
も
な
く
物
ぞ
悲
し

き
（
『
是
貞
親
王
家
歌
合
』

一
七
）

秋
の
よ
に
誰
を
ま
つ
と
か
ひ
ぐ
ら
し
の
夕
暮
ご
と
に
な
き
ま
さ
る
ら

ん
（
同

四
一
）

秋
風
の
を
ぎ
の
下
葉
を
吹
き
み
だ
る
そ
ら
に
み
ち
つ
る
ひ
ぐ
ら
し
の

声
（
『
元
真
集
』

六
五
）

八
月
ば
か
り
の
夕
ぐ
れ
に

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
夕
暮
ぞ
う
か
り
け
る
い
つ
も
つ
き
せ
ぬ
思
ひ
な
れ

ど
も
（
『
長
能
集
』

三
九
）

山
里
は
寂
し
か
り
け
る
木
が
ら
し
の
ふ
く
夕
暮
の
日
ぐ
ら
し
の
声

（
『
堀
河
百
首
』
秋
廿
首

八
二
三
）

上
例
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
『
古
今
集
』
直
前
か
ら
『
堀

河
百
首
』
の
頃
ま
で
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
秋
の
歌
語
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
。

さ
ら
に
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
秋
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

認
識
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
巻
十
五
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
ま

で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
。

伊
麻
欲
理
波

安
伎
豆
吉
奴
良
之

安
思
比
奇
能

夜
麻
末
都
可
気

尓

日
具
良
之
奈
伎
奴

〈
今
よ
り
は
秋
づ
き
ぬ
ら
し
あ
し
ひ
き
の
山
松
陰
に
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き

ぬ
〉
（
『
万
葉
集
』
巻
十
五

三
六
五
五
）（

十
二
）

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
『
拾
遺
集
』
時
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
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庭
草
に
む
ら
さ
め
ふ
り
て
ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
こ
ゑ
き
け
ば
秋
は
き
に

け
り
（
『
拾
遺
集
』
雑
秋

一
一
一
〇
）

こ
の
歌
は
、
『
拾
遺
集
』
で
は
人
麻
呂
の
作
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は

『
万
葉
集
』
巻
十
の
作
者
未
詳
歌
の
異
伝
歌
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
『
万
葉
集
』
に
は
、
当
該
歌
は
、

庭
草
尓

村
雨
落
而

蟋
蟀
之

鳴
音
聞
者

秋
付
尓
家
里

〈
庭
草
に
村
雨
降
り
て
蟋
蟀
の
鳴
く
声
聞
け
ば
秋
づ
き
に
け
り
〉（
『
万

葉
集
』
巻
十

二
一
六
〇
）

と
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
秋
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
は
「
蟋
蟀
」

だ
っ
た
が
、
『
拾
遺
集
』
時
代
に
な
る
と
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
い
う
異
伝
が

生
じ
た
の
で
あ
る
。
も
し
『
拾
遺
集
』
時
代
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
秋
の
歌

語
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
異
伝

は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
万
葉
集
』
で
は
夏
・
秋
両
方
の
歌
語
で
あ
っ
た
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
、

『
古
今
集
』
以
降
、
専
ら
秋
の
歌
語
と
な
り
、
そ
の
状
況
は
少
な
く
と
も

『
堀
河
百
首
』
ま
で
は
大
し
て
変
化
し
な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
数

少
な
い
異
例
も
存
在
す
る
が
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
こ
の
時
代
に
基
本
的
に

秋
の
歌
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

従
っ
て
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
も
と
よ
り
秋
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
良
経

の
判
詞
は
、
『
古
今
集
』
時
代
か
ら
『
堀
河
百
首
』
ま
で
の
間
の
「
ひ
ぐ

ら
し
」
の
詠
み
方
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
章
の
結
び

3

良
経
に
よ
る
「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
と
い
う
判
詞
の
背
景
に
は
、
詩
語

「
寒
蝉
」
と
、
三
代
集
を
中
心
と
す
る
時
代
に
お
け
る
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」

と
が
、
と
も
に
秋
の
季
節
に
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
良
経
が
判
詞
に
て
詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
を
用
い

て
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
季
節
を
説
明
す
る
の
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
漢

語
で
は
「
寒
蝉
」
に
あ
た
る
と
い
う
認
識
を
和
漢
兼
作
の
文
人
で
あ
る
彼

が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二

主
流
と
な
る
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
詠

―
丹
後
歌
の
背
景

―

本
章
で
は
、
丹
後
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
良
経
の
認
識
と
は
違
う
季
節
で

詠
ん
だ
背
景
を
解
明
す
る
。

夏
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
復
活
：
三
代
集
時
代
の
異
例

1

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
で
は
夏
に
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
、
『
古
今
集
』
時
代
か
ら
『
堀
河
百
首
』
ま
で
の
和
歌

で
は
概
ね
秋
の
歌
語
と
し
て
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
後
撰
集
』
時
代
に
は
再
び
晩
夏
の
歌
語
と
し
て
詠
ま
れ
た
異
例
が
見
ら

れ
る
。

み
な
づ
き
の
つ
ご
も
り
、
山
で
ら
な
る
に
、
ひ
と
の
せ
う
そ
く
に
、

こ
の
ご
ろ
は
な
に
ご
と
か
と
あ
る
に
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た
づ
ね
く
る
人
な
き
夏
の
山
ざ
と
は
な
が
き
日
ぐ
ら
し
か
た
み
に
ぞ

な
く
（
御
所
本
三
十
六
人
家
集
本
『
能
宣
集
』

一
〇
二
）

六
月
を
は
り

い
り
ひ
さ
し
ひ
ぐ
ら
し
の
ね
を
き
く
か
ら
に
ま
だ
き
ね
ぶ
た
き
夏
の

夕
暮
（
『
好
忠
集
』
六
月
終
は
り

一
八
一
）

ゆ
く
道
を
あ
や
な
く
ま
だ
き
と
ま
る
哉
ひ
ぐ
ら
し
の
ね
は
定
め
な
き

よ
を
（
同

一
八
三
）

引
用
し
た
三
首
の
歌
は
、
『
後
撰
集
』
時
代
の
歌
人
で
あ
る
能
宣
と
好

忠
の
作
で
あ
る
。

能
宣
歌
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
六
月
の
晦
日
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
夏
の
歌

と
言
え
る
。
好
忠
の
二
首
は
、
彼
が
四
十
歳
の
時
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る

三
百
六
十
首
（
毎
月
集
）
の
中
の
歌
で
あ
る
。
二
首
と
も
「
六
月
を
は
り
」

の
部
に
入
っ
て
お
り
、
能
宣
歌
と
同
様
に
、
晩
夏
の
歌
で
あ
る
。

詞
書
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
能
宣
歌
は
題
詠
で
な
く
実
体
験
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
夏
に
鳴
く
と
い
う
現
象
の

記
録
や
描
写
は
、
ほ
か
に
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
応
和
三
年
条
・
天
禄
元
年

五
月
～
六
月
条
、
お
よ
び
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
・
幻
に
そ
れ
ぞ
れ
一
箇

所
、
合
計
四
箇
所
見
ら
れ
る
。
和
歌
の
世
界
で
は
秋
の
歌
語
と
し
て
定
着

し
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
夏
の
終
わ
り
か
ら
鳴
き

は
じ
め
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
そ
う
し
た

事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

好
忠
歌
の
場
合
は
こ
れ
ら
と
は
相
違
す
る
。
季
節
を
明
確
に
区
切
っ
た

定
数
歌
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、「
六
月
を
は
り
」
の
部
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
客
観
的
に
自
然
現
象
を
記
録
し
た
と
い
う
よ

り
も
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
の
歌
語
と
し
て
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
好
忠
は
、
平
安
中
期
に
お
い
て
異
色
な
歌
人
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。

彼
が
「
異
色
」
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
歌
風
に
『
万
葉
集
』
の
影

響
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

（
十
三
）

。
晩
夏
の
歌
語
と
し
て
「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
詠
ん
で
い
る
点
に
も
、「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
を
夏
部
に
収
め
る
『
万
葉
集
』

の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
本
節
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
中
期
に
は
夏
の
「
ひ

ぐ
ら
し
」
の
例
が
和
歌
・
散
文
と
も
に
存
在
す
る
と
は
い
え
、
「
ひ
ぐ
ら

し
」
が
主
と
し
て
秋
の
歌
語
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

金
葉
集
以
降
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠

2

平
安
時
代
に
晩
夏
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
を
詠
み
始
め
た
の
は
能
宣
と
好

忠
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
般
化
さ
せ
、
影
響
を
広
げ
た
の
は
俊
頼
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

水
風
晩
涼
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る

源
俊
頼
朝
臣

風
ふ
け
ば
蓮
の
浮
き
葉
に
た
ま
こ
え
て
涼
し
く
な
り
ぬ
ひ
ぐ
ら
し
の

声
（
『
金
葉
集
』
初
度
本

夏
部

二
一
一
・
二
度
本

夏
部

一

四
五
・
『
散
木
奇
歌
集
』
夏
部

三
一
二
）

こ
の
歌
は
『
金
葉
集
』
の
初
度
本
・
二
度
本
に
入
集
し
て
い
る
。
柳
澤

氏
の
指
摘
し
た
通
り
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
は
秋
部
に
収
録
す
る
と
い
う
勅

撰
集
の
伝
統
が
、
こ
こ
に
破
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
当
該
歌
は
『
和
歌
一

字
抄
』
や
『
古
来
風
体
抄
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
清
輔
や
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俊
成
な
ど
の
歌
人
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
晩
夏
の

夕
暮
れ
に
、
風
が
吹
き
、
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る
蓮
の
葉
の
上
の
露
も
玉

の
よ
う
に
零
れ
、
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
、
秋
の
よ
う
に
涼
し
く

な
っ
た
と
い
う
晩
夏
納
涼
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
、
俊
頼
は
、
従
来

秋
の
歌
語
で
あ
っ
た
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
歌
に
詠
み
込
み
、
秋
の
よ
う
な

涼
し
さ
を
描
写
し
て
い
る
。

こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
金
葉
集
』
以
降
、
晩
夏
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」

を
詠
む
歌
の
数
は
一
気
に
増
え
る
。

な
つ
の
う
た
の
な
か
に
納
涼
を

ひ
ぐ
ら
し
の
声
す
る
山
の
松
陰
に
い
は
ま
を
く
ぐ
る
水
ぞ
涼
し
き

（
『
林
下
集
』（
実
定
）

八
五
・
『
月
詣
和
歌
集
』
六
月

五
二
三
）

夏
な
ら
が
し
は
す
ゑ
葉
に
夏
や
成
り
ぬ
ら
ん
木
か
げ
涼
し
き
ひ
ぐ
ら
し

の
声
（
『
正
治
初
度
百
首
』

惟
明
親
王
詠
百
首
和
歌

一
三
八
）

夏
松
陰
の
岩
ま
を
わ
く
る
水
の
音
に
涼
し
く
か
よ
ふ
日
ぐ
ら
し
の
声

（
『
式
子
内
親
王
集
』

三
三
）

夏
七
首

し
ば
ゐ
す
る
山
松
陰
の
夕
涼
み
秋
お
も
ほ
ゆ
る
日
ぐ
ら
し
の
声
（
『
御

室
五
十
首
』
公
継

一
六
八
）

上
例
の
四
首
は
、
い
ず
れ
も
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
声
に
よ
っ
て
晩
夏
に
お

け
る
秋
の
よ
う
な
涼
し
さ
を
詠
う
点
で
、
俊
頼
歌
と
共
通
す
る
。
作
者
は

何
れ
も
『
金
葉
集
』
よ
り
後
の
歌
人
で
あ
り
、
こ
う
し
た
晩
夏
の
「
ひ
ぐ

ら
し
」
詠
の
流
行
は
、
俊
頼
歌
の
影
響
下
に
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

『
新
古
今
集
』
ま
で
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
傾
向

3

『
千
載
集
』
で
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
は
そ
れ
ぞ
れ
夏
部
と
秋
部
の
両

方
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
秋
部
に
収
め
ら
れ
た
二
首
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」

詠
は
、
い
ず
れ
も
『
千
載
集
』
当
時
の
歌
で
は
な
く
、
時
代
の
早
い
和
泉

式
部
と
仲
実
の
歌
で
あ
る
。
『
千
載
集
』
の
時
代
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の

代
表
と
い
う
べ
き
な
の
は
、
夏
部
に
入
っ
た
当
代
歌
人
の
慈
円
に
よ
る
一

首
で
あ
る
。

題
し
ら
ず

法
印
慈
円

山
か
げ
や
い
は
も
る
し
水
お
と
さ
え
て
夏
の
ほ
か
な
る
ひ
ぐ
ら
し
の

声
（
『
千
載
和
歌
集
』
夏
歌

二
〇
九
）

こ
の
歌
で
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
声
を
「
夏
の
ほ
か
」
と
思
わ
せ
る
も

の
だ
と
詠
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
と
思
え
な
い

ほ
ど
の
涼
し
さ
の
表
現
と
し
て
用
い
る
の
は
、
慈
円
に
と
っ
て
「
ひ
ぐ
ら

し
」
は
本
来
的
に
秋
の
歌
語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

詠
み
方
は
同
時
代
の
式
子
内
親
王
に
も
見
ら
れ
る
。

夕
さ
れ
ば
な
ら
の
下
風
袖
過
ぎ
て
夏
の
ほ
か
な
る
日
ぐ
ら
し
の
声

（
『
式
子
内
親
王
集
』

一
三
五
）



- 8 -

こ
の
よ
う
に
、
三
代
集
時
代
に
は
専
ら
秋
に
詠
ま
れ
て
い
た
「
ひ
ぐ
ら

し
」
は
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
晩
夏
に
秋
の
よ
う
な
涼
し
さ
を
感
じ
さ

せ
る
歌
語
と
し
て
詠
ま
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
類
似
の
例
を
掲
げ
る
。

右

松
下
晩
涼

公
経

友
さ
そ
ふ
片
山
陰
の
夕
涼
み
松
吹
く
風
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声
（
『
新
宮

撰
歌
合
』

二
四
）

ひ
さ
ぎ
お
ふ
る
沖
の
こ
じ
ま
の
浪
の
上
に
浦
風
さ
そ
ふ
ひ
ぐ
ら
し
の

声
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
夏
三

四
百
六
十
二
番

左

保
季
朝
臣
）

夕
立
の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
日
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ

（
『
式
子
内
親
王
集
』

三
一
四
）

公
経
歌
は
、
題
の
「
松
下
晩
涼
」
と
歌
本
文
に
あ
る
「
夕
す
ず
み
」
な

ど
の
表
現
か
ら
、
晩
夏
の
納
涼
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
保
季

歌
は
海
辺
の
景
色
を
詠
っ
て
お
り
、
「
浪
の
上
に
浦
風
さ
そ
ふ
」
の
表
現

か
ら
、
涼
し
さ
は
想
像
し
や
す
い
。
式
子
内
親
王
の
「
夕
立
の
」
歌
は
、

「
夕
立
」
の
後
の
情
景
で
あ
り
、
「
雲
も
と
ま
ら
ぬ
」
で
風
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
夏
の
夕
方
の
涼
し
さ

を
感
じ
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
代
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
傾
向
を
よ
り
端
的
に
知
る
た
め
に
は
、

四
季
部
を
完
備
す
る
歌
合
や
定
数
歌
が
よ
い
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
作

品
の
各
季
節
に
お
け
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
数
と
割
合
を
計
算
し
た
結
果

は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
四
季
部
に
配
置
さ
れ
て
い
な
い
歌
は
、
「
そ
の

他
」
に
分
類
す
る
。

こ
の
統
計
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
新
古
今
集
』
前
後
に
は
、
秋
に
お
け

る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
割
合
が
減
少
し
、

夏
に
お
け
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
割
合

が
増
加
す
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ

る
。
こ
の
時
期
の
歌
壇
で
は
、
晩
夏
に

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詠
む
こ
と
が
流
行
し

て
い
た
ら
し
い
。
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」

は
、
秋
に
詠
ま
れ
る
歌
語
か
ら
、
晩
夏

歌
に
詠
ま
れ
る
歌
語
に
変
化
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
あ

っ
た
こ
と
が
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の

当
該
歌
に
お
い
て
、
丹
後
が
ひ
ぐ
ら
し

を
夏
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ん

で
い
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

表
一

作品名 ひぐらし詠数 夏歌数 夏歌割合 秋歌数 秋歌割合 その他

六百番歌合 1 0 0% 1 100% 0

御室五十首 2 1 50% 1 50% 0

正治初度百首 7 3 43% 4 57% 0

正治後度百首 3 0 0% 0 0% 3

三百六十番歌合 2 1 50% 1 50% 0

千五百番歌合 10 9 90% 1 10% 0

建保名所百首 2 2 100% 0 0% 0
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「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
「
せ
み
」
と
の
混
同

4

丹
後
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
の
歌
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ん
だ
理
由

は
、
上
述
の
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
詠
み
方
の
変
遷
以
外
に
、
「
せ
み
」

と
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
が
混
同
さ
れ
る
傾
向
と
も
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。歌

語
「
せ
み
」
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
違
い
、
主
に
夏
に
詠
ま
れ
る
歌
材

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
新
古
今
集
』
時
代
に
な
る
と
両
者
の
詠
み

方
は
混
同
さ
れ
は
じ
め
、
秋
の
よ
う
な
涼
し
さ
と
い
う
、
前
述
し
た
「
ひ

ぐ
ら
し
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
、
蝉
の
ほ
う
に
浸
透
し
て
い
く
現
象
が
見

ら
れ
る
。

建
仁
三
（
一
二
〇
三
）
年
六
月
に
行
わ
れ
た
『
影
供
歌
合
』
の
歌
題
は
、

全
て
夏
の
題
で
あ
り
、
そ
の
中
に
「
雨
後
聞
蝉
」
と
い
う
題
が
存
在
す
る
。

題
に
あ
る
「
雨
後
」
に
即
し
て
、
雨
後
の
涼
し
さ
を
歌
の
主
旨
と
し
て
詠

ん
だ
歌
人
も
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
晩
夏
の
涼
し
さ
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
歌
語
は
本
来
「
ひ
ぐ
ら
し
」
で
あ
る
が
、
歌
合
に
出
詠
し
た
歌
人

た
ち
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
だ
け
で
な
く
「
せ
み
」
を
も
詠
ん
で
い
る
。
そ

の
中
か
ら
典
型
的
な
例
を
掲
げ
る
。

夕
だ
ち
の
雲
の
か
へ
し
の
風
す
ぎ
て
涼
し
き
露
に
蝉
ぞ
な
く
な
る

（
六
番

右

女
房
越
前
）

越
前
歌
は
雨
上
が
り
の
夕
方
の
涼
し
そ
う
な
場
面
を
詠
ん
で
い
る
。
越

前
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
で
は
な
く
「
せ
み
」
を
用
い
た
。

第
一
章
で
引
用
し
た
柳
澤
氏
の
解
説
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
蝉
の
羽
衣

の
薄
さ
で
夏
場
の
涼
し
さ
を
表
現
す
る
技
法
は
『
古
今
集
』
時
代
か
ら
存

在
す
る
が
、
蝉
の
声
の
ほ
う
は
そ
れ
と
全
く
違
い
、
む
し
ろ
暑
さ
を
増
す

も
の
で
あ
っ
た
。

な
く
せ
み
の
な
か
ぬ
木
陰
は
な
け
れ
ど
も
深
山
隠
れ
は
涼
し
か
り
け

り
（
『
相
模
集
』

三
四
八
）

涼
し
さ
を
尋
ね
き
つ
れ
ど
せ
み
の
声
き
か
ぬ
木
陰
の
あ
り
が
た
き
か

な
（
同

二
五
〇
）

右
に
挙
げ
た
『
相
模
集
』
三
四
八
番
歌
は
、
「
蝉
の
鳴
い
て
い
な
い
木

陰
は
な
い
け
れ
ど
も
山
の
奥
は
涼
し
い
」
の
意
で
、
蝉
の
鳴
き
声
と
涼
し

さ
と
の
間
に
逆
接
関
係
が
読
み
取
れ
る
。
二
五
〇
番
歌
は
、
「
涼
し
さ
を

尋
ね
る
た
め
に
来
た
の
に
、
蝉
の
声
が
聞
こ
え
な
い
木
陰
は
め
っ
た
に
な

い
」
の
意
で
、
同
様
の
逆
接
関
係
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
蝉
の
声
は
暑
さ
を
増
す
も
の
で
あ
る
と
明
言
す
る
歌
は
、
顕
季

の
母
で
あ
る
藤
原
親
子
が
主
催
し
た
『
従
二
位
親
子
歌
合
』
（
一
〇
九
一

年
）
に
見
ら
れ
る
。

木
の
下
の
涼
し
き
蔭
を
尋
ぬ
る
に
あ
つ
さ
を
そ
ふ
る
せ
み
の
声
か
な

（
『
従
二
位
親
子
歌
合
』
八
番

蝉

右
）

こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
一
一
世
紀
末
ま
で
は
、
蝉
の
声
は
暑
さ
を

増
す
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
新
古
今
集
』
の
時
代
に
な
る
と
、
晩
夏
の
「
ひ
ぐ

ら
し
」
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
蝉
の
声

が
涼
し
さ
を
表
す
歌
語
に
変
貌
す
る
。
そ
の
最
も
早
い
例
は
『
正
治
初
度
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百
首
』
に
確
認
で
き
る
。

鳴
く
せ
み
の
こ
ゑ
も
涼
し
き
夕
ぐ
れ
に
秋
を
か
け
た
る
杜
の
下
つ
ゆ

（
『
正
治
初
度
百
首
』

一
九
三
七
）

従
来
暑
さ
を
増
す
も
の
で
あ
っ
た
蝉
の
声
が
逆
に
涼
し
さ
を
感
じ
さ
せ

る
歌
語
に
な
る
時
期
と
、
前
述
し
た
「
ひ
ぐ
ら
し
」
が
晩
夏
の
歌
語
に
変

わ
る
時
期
と
が
重
な
る
こ
と
は
、
「
蝉
の
声
」
の
詠
み
方
の
変
化
と
「
ひ

ぐ
ら
し
」
の
詠
み
方
の
変
容
と
の
関
連
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

歌
語
「
せ
み
」
の
詠
み
方
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
接
近
す
る

と
同
時
に
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
「
せ
み
」
と
の
混
同
が
発
生
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
実
は
『
新
古
今
集
』
時
代
の
歌
論
書
に
も
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と

「
せ
み
」
と
の
混
同
を
反
映
す
る
証
拠
が
残
っ
て
い
る
。

蝉（
中
略
）

な
つ
せ
み
。

ひ
ぐ
ら
し
、
同
物
也
。
秋
ち
か
く
な
く
は
ひ
ぐ
ら
し
也
。
（
『
八
雲
御

抄
』
）（

十
四
）

順
徳
天
皇
は
『
八
雲
御
抄
』
で
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
蝉
と
同
じ
も
の
で

あ
り
、
但
し
秋
に
近
い
時
期
つ
ま
り
晩
夏
に
鳴
く
の
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
『
新
古
今
集
』
時
代
に
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
「
せ

み
」
と
は
「
同
物
也
」
と
認
識
し
た
歌
人
が
存
在
す
る
。
丹
後
も
順
徳
天

皇
と
同
様
の
理
解
を
持
ち
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
「
せ
み
」
と
同
様
の
イ
メ

ー
ジ
で
捉
え
、
ひ
ぐ
ら
し
を
夏
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ん
だ
可
能

性
は
十
分
あ
る
。本

章
の
結
び

5

三
代
集
時
代
に
は
典
型
的
な
秋
の
歌
語
で
あ
っ
た
「
ひ
ぐ
ら
し
」
は
、

『
新
古
今
集
』
時
代
に
な
る
と
晩
夏
に
詠
ま
れ
る
、
秋
の
涼
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
歌
語
へ
と
変
容
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
容
は
歌
語
「
せ

み
」
の
詠
み
方
に
も
影
響
を
与
え
、
「
せ
み
」
と
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
の
詠

ま
れ
る
季
節
は
混
同
さ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
二
点
の
要
因

に
よ
り
、
丹
後
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
の
歌
語
と
し
て
「
せ
み
」
と
等
し

い
も
の
と
認
識
し
、
「
夏
の
か
ぎ
り
の
日
ぐ
ら
し
の
声
」
と
詠
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

三

判
詞
に
見
ら
れ
る
良
経
の
和
漢
文
学
観

良
経
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
に
見
ら
れ
る
詩
語
と
歌
語
の
季

1

節
の
統
一

以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
三
代
集
時
代
に
は
秋
の
歌
語
で
あ
っ
た
「
ひ

ぐ
ら
し
」
は
、
『
新
古
今
集
』
時
代
に
は
、
晩
夏
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
主

流
に
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
秋
の
歌
語
で
あ
る
と

主
張
す
る
良
経
の
考
え
は
些
か
時
代
の
流
れ
に
逆
ら
う
よ
う
に
見
え
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
と
述
べ
た
良

経
自
身
は
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
を
ど
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。良

経
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『
千
載

集
』
・
『
新
古
今
集
』
時
代
の
歌
人
に
よ
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
を
調
査
し
た
。
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以
下
の
表
は
、
こ
の
時

代
の
歌
人
を
「
ひ
ぐ

ら
し
」
詠
の
歌
数
の

多
い
順
で
配
列
し
、

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
ど

の
季
節
に
詠
ん
で
い

る
か
、
数
値
と
割
合

を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
但
し
「
ひ
ぐ
ら

し
」
詠
が
一
首
し
か

残
っ
て
い
な
い
歌
人

は
省
い
た
。

良
経
に
よ
る
「
ひ

ぐ
ら
し
」
詠
は
九
首

も
あ
り
、
慈
円
と
並

び
、
数
が
最
も
多
い
。

そ
し
て
そ
の
中
の
秋

歌
の
割
合
は
七
八
％

に
も
達
し
、
寂
蓮
以

外
の
歌
人
よ
り
か
な

り
高
い
。
こ
の
よ
う

な
結
果
は
、
良
経
が

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
秋

の
歌
語
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
た

こ
と
の
裏
づ

表
二

歌人 ひぐらし詠数 夏歌数 夏歌割合 秋歌数 秋歌割合 その他

良経 9 2 22% 7 78% 0

慈円 9 6 67% 3 33% 0

式子内親王 4 3 75% 1 25% 0

経家 4 2 50% 2 50% 0

定家 4 1 25% 2 50% 1

有家 3 2 67% 1 33% 0

寂蓮 2 0 0% 2 100% 0

実定 2 1 50% 0 0% 1

西行 2 0 0% 1 50% 1

季保 2 0 0% 0 0% 2

丹後 2 2 100% 0 0% 0

け
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
丹
後
に
よ
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
は
二
首
と

も
夏
歌
で
あ
り
、
彼
女
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
の
歌
語
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
良
経
の
歌
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」

に
対
す
る
良
経
の
考
え
方
を
探
る
。

み
な
人
は
蝉
の
羽
衣
ぬ
ぎ
す
て
て
今
は
秋
な
る
日
ぐ
ら
し
の
声
（
『
秋

篠
月
清
集
』
十
題
百
首

二
七
五
）

こ
の
歌
の
歌
意
は
、
「
人
々
は
み
な
蝉
の
羽
の
よ
う
な
夏
の
薄
い
衣
を

脱
ぎ
捨
て
て
、
今
や
秋
と
な
り
、
そ
の
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
『
ひ
ぐ
ら

し
』
が
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
建
久
二
（
一
一

九
一
）
年
閏
一
二
月
四
日
に
披
講
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
千
五
百
番
歌
合

の
判
詞
よ
り
凡
そ
一
一
年
前
の
作
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
主
旨
は
、
「
寒

蝉
自
本
秋
天
物
」
と
い
う
判
詞
の
主
張
と
如
何
に
も
合
致
す
る
。
従
っ
て
、

良
経
は
早
い
時
期
か
ら
既
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
秋
の
歌
語
だ
と
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

勿
論
、
時
代
の
流
行
の
影
響
を
受
け
て
、
良
経
も
晩
夏
詠
で
「
ひ
ぐ
ら

し
」
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
は
い
ず
れ
も
「
ひ

ぐ
ら
し
」
を
秋
を
思
わ
せ
る
歌
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

夏
十
首

は
は
そ
は
ら
時
雨
ぬ
ほ
ど
の
秋
な
れ
や
夕
露
涼
し
日
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ

（
『
秋
篠
月
清
集
』
南
海
漁
父
百
首

五
二
三
）

夏
十
五
首



- 12 -

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
ね
に
風
を
ふ
き
そ
へ
て
夕
日
涼
し
き
を
か
の
べ
の

松
（
同

院
第
二
度
百
首
（
千
五
百
番
歌
合
）

八
三
二
）

良
経
に
よ
る
夏
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
は
上
例
の
二
首
し
か
存
在
し
な
い
。

建
久
五
（
一
一
九
四
）
年
に
詠
ま
れ
た
五
二
三
番
歌
で
は
、
夏
の
夕
方
、

「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
声
を
聞
く
と
秋
か
と
疑
わ
れ
る
と
詠
む
。
問
題
の
判
詞

と
同
じ
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
詠
作
で
あ
る
八
三
二
番
歌
も
同
様
に
、「
ひ

ぐ
ら
し
」
の
声
を
（
秋
の
よ
う
な
）
涼
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
歌
語
と

し
て
用
い
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
良
経
は
、
同
時
代
の
流
行
と
は
一
線
を
画
し
、

「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
基
本
的
に
秋
の
歌
に
用
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
夏
の
歌

に
用
い
る
僅
か
な
例
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
秋
の
よ
う
な
涼
し
さ
を
思

わ
せ
る
歌
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
「
寒
蝉
自
本
秋
天
物
」
と
い
う
主
張

を
、
実
作
に
お
い
て
も
実
践
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
章
の
第
二
・
三
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
晩
夏
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
秋

の
涼
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
詠
む
こ
と
は
『
新
古
今
集
』

時
代
の
多
く
の
歌
人
に
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
詠
み
方
は
「
寒
蝉
自
本
秋

天
物
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
良
経
に
も
か
ろ
う
じ
て
許
容
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
夏
の
み
の
も
の
で
あ
る
か
と
思
わ
せ

る
丹
後
詠
は
そ
の
詠
み
方
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
た
め
批
判
対
象
に
な
っ

た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
主
張
は
、
丹
後
歌
以
外
の
歌
に
与
え
た
判
詞
か
ら
も

窺
わ
れ
る
。
良
経
が
加
判
し
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
歌
の
中
で
、
「
ひ
ぐ

ら
し
」
を
詠
む
も
の
は
一
〇
首
あ
る
。
そ
の
中
で
勝
と
さ
れ
た
の
は
僅
か

二
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
首
は
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
は
唯
一
秋

部
に
あ
る
「
ひ
ぐ
ら
し
」
詠
で
あ
る
。
も
う
一
首
は
次
に
掲
げ
る
夏
歌
の

四
七
五
番
で
あ
る
。

四
百
七
十
五
番

左

隆
信
朝
臣

か
き
く
ら
す
と
ば
か
り
見
ゆ
る
夕
立
に
い
づ
れ
の
さ
と
か
あ
さ
ぢ
ふ

の
露右

勝

通
具
朝
臣

わ
す
れ
て
は
秋
か
と
ぞ
思
ふ
風
わ
た
る
み
ね
よ
り
に
し
の
日
ぐ
ら
し

の
声

雷
雨
不
知
何
処
過

待
秋
只
翫
嶺
蝉
嘈

良
経
の
判
詞
は
、
「
雷
雨
が
何
処
を
通
り
過
ぎ
た
か
は
知
ら
な
い
け
れ

ど
」
と
左
歌
を
軽
視
し
た
上
で
、
「
秋
を
待
っ
て
た
だ
嶺
の
蝉
の
声
を
翫

ぶ
べ
き
だ
」
と
述
べ
、
通
具
歌
を
勝
と
し
て
い
る
。
通
具
歌
は
、
傍
線
部

の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
は
夏
で
あ
る
こ
と
を
つ
い
忘
れ
て
秋
で
は
な

い
か
と
思
う
ほ
ど
の
風
が
吹
き
渡
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
を
詠
ん
で
い

る
。
ま
る
で
秋
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
歌
だ
か
ら
こ
そ
、
良
経
は
「
ひ
ぐ
ら

し
」
も
相
応
し
い
と
考
え
て
判
詞
で
褒
め
た
と
推
測
で
き
る
。

本
節
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
『
新
古
今
集
』
時
代
の
歌
人
で
あ
る
良
経

は
、
加
判
す
る
場
合
の
み
で
は
な
く
、
自
ら
歌
を
詠
む
際
に
も
、
「
ひ
ぐ

ら
し
」
を
秋
の
物
と
し
て
詠
ん
で
い
た
。
良
経
が
「
ひ
ぐ
ら
し
」
に
関
し

て
当
時
の
流
行
と
は
一
線
を
画
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。

こ
こ
で
良
経
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
理
由
に
つ
い
て
推
測
す
る
と
、
三

代
集
時
代
の
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
伝
統
を
尊
重
し
た
た
め
と
い
う
考
え

が
第
一
に
浮
か
ぶ
が
、
一
方
、
次
節
に
論
じ
る
雁
歌
の
示
す
よ
う
に
、
良
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経
が
常
に
和
歌
の
伝
統
を
墨
守
す
る
歌
人
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
彼
の
実
際
の
意
図
は
、
恐
ら
く
和
歌
の
伝
統
の
尊
重
で
は
な

く
、
ま
た
別
に
あ
る
。

和
漢
兼
作
の
文
人
で
あ
る
良
経
は
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
漢
詩
形
式

の
判
詞
を
施
す
に
あ
た
っ
て
、
夏
三
の
冒
頭
に
漢
文
の
序
文
を
記
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
良
経
は
、
歌
と
詩
と
を
交
互
に
配
列
す
る
形
の
正
当
性
を

求
め
て
、
同
じ
よ
う
に
漢
詩
と
和
歌
と
を
交
互
に
配
列
す
る
形
を
持
つ
前

例
を
捜
し
、
『
新
撰
万
葉
集
』
と
『
大
江
千
里
集
』
と
い
う
二
つ
の
文
献

を
挙
げ
な
が
ら
、「
蓋
和
漢
詞
、
同
類
相
求
之
故
也
（
蓋
し
和
漢
の
詞
は
、

同
類
相
ひ
求
む
る
故
也
）
」
と
、
歌
と
詩
と
は
同
類
の
も
の
で
あ
る
と
ま

で
主
張
し
て
い
る
。
詩
語
と
歌
語
と
が
同
類
の
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

詠
ま
れ
る
季
節
も
一
致
す
る
と
ま
で
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

第
一
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
良
経
は
漢
語
「
寒
蝉
」
を
用
い
て
歌
語
「
ひ

ぐ
ら
し
」
を
判
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
営
み
は
、
三
代
集
時
代
の
歌
語

「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
伝
統
の
み
を
加
判
の
時
の
根
拠
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
を
も
歌
語
の
季
節
の
判
断
基
準
と
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
詩
語
と
歌
語
と
の
季
節
が
統
一
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
詩
語
の
季
節
を
も
判
詞
の
根
拠
に
し
た
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
良
経
が
時
代
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
、
歌
語
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を

秋
の
も
の
と
し
た
姿
勢
も
、
詩
語
「
寒
蝉
」
の
季
節
と
の
統
一
を
守
ろ
う

と
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
ん
で
く
る
。

詩
語
「
雁
」
と
歌
語
「
か
り
」
と
の
季
節
の
統
一

2

上
述
の
歌
語
と
詩
語
と
の
季
節
の
統
一
は
、
ま
た
彼
の
詩
語
「
雁
」
と

歌
語
「
か
り
」
と
に
対
す
る
理
解
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
百
八
十
六
番

左

季
能
卿

風
わ
た
る
な
ら
の
は
か
ぜ
の
あ
ら
ま
し
に
な
が
む
る
空
の
初
雁
の
こ

ゑ
右
勝

丹
後

ま
ち
も
せ
ず
を
し
み
も
あ
へ
ぬ
夏
の
夜
は
山
の
は
う
と
き
月
を
こ
そ

み
れ

夏
天
新
雁
乖
時
令

縦
観
未
来
声
豈
聞
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
夏
三
）

四
八
六
番
左
歌
で
は
、
季
能
は
晩
夏
の
歌
で
秋
の
歌
語
「
初
雁
」（

十
五
）

を
用
い
て
い
る
。
晩
夏
の
歌
に
「
初
雁
」
を
詠
む
意
図
は
、
秋
の
到
来
を

暗
示
す
る
た
め
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
型
破
り
と
評
し
て
良
い
こ
の

試
み
は
、
良
経
に
よ
っ
て
「
夏
天
の
新
雁
時
令
に
乖
く
」
と
酷
評
さ
れ
て

い
る
。
良
経
に
と
っ
て
は
、
「
初
雁
」
或
い
は
「
新
雁
」
を
夏
に
詠
む
こ

と
は
時
令
に
合
わ
な
い
。

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
村
尾
誠
一
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
和

歌
で
は
、
「
初
雁
は
、
秋
の
到
来
を
告
げ
る
の
で
は
な
く
、
秋
の
深
ま
り

を
告
げ
る
景
物
で
あ
る
」
。
秋
の
深
ま
り
を
告
げ
る
「
初
雁
」
を
晩
夏
六

月
の
景
物
と
し
て
詠
む
の
は
、
確
か
に
季
節
的
に
違
和
感
の
あ
る
表
現
だ

と
言
え
る
。

ま
た
、
漢
詩
の
世
界
で
も
、
詩
語
「
新
雁
」
・
「
初
雁
」
は
春
秋
の
景
物

と
し
て
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
夏
に
詠
ま
れ
る
用
例
は
一
例
も
見
当
た

ら
な
い
。
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暮
天
新
雁
起
汀
洲
、
紅
蓼
花
疎
水
国
秋
。
（
『
杜
荀
鶴
文
集
』
巻
三

「
題
新
雁
」
）（

十
六
）

芝
田
初
雁
去
、
綺
樹
未
鴬
来
。
（
『
初
学
記
』
巻
三

歳
時
部
上
所
引

唐
太
宗
「
首
春
詩
」
）（

十
七
）

晩
燕
吟
風
還
、
新
雁
拂
露
驚
。
（
『
懐
風
藻
』
正
五
位
下
肥
後
守
道
公

首
名
「
五
言
秋
宴
」

四
九
）

観
落
葉
、
断
人
腸
、
淮
南
木
葉
新
雁
翔
。
（
『
文
華
秀
麗
集
』
巻
下

「
神
泉
苑
九
日
落
葉
篇
」

一
三
六
）

上
例
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
良
経
が
季
能
歌
を
批
判
す
る
根
拠
は
明

ら
か
で
あ
る
。
「
初
雁
」
或
い
は
「
新
雁
」
は
、
和
歌
と
漢
詩
い
ず
れ
で

も
夏
に
詠
ま
れ
な
い
景
物
で
あ
る
。
良
経
の
判
詞
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
良
経
自
身
が
詠
ん
だ
、
初
冬
の
雁
歌

に
注
目
す
る
。

霜
う
づ
む
か
り
た
の
こ
の
は
ふ
み
し
だ
き
む
れ
ゐ
る
雁
も
秋
を
こ
ふ

ら
し
（
『
千
五
百
番
歌
合
』
冬
一

八
百
七
十
二
番

左
・
『
秋
篠
月

清
集
』
院
二
度
百
首

冬
十
五
首
）

谷
知
子
氏
は
、
こ
の
歌
の
本
歌
を
「
夏
刈
り
の
玉
江
の
蘆
を
踏
み
し
だ

き
群
れ
ゐ
る
鳥
の
立
つ
空
ぞ
な
き
」
（
『
後
拾
遺
集
』
巻
三

夏

二
一
九

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六

つ
る

四
三
三
四
）
と
指
摘
し
て
い
る

（
十
八
）

。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
部
立
か
ら
、
本
歌
に
お
け
る
「
鳥
」
は
「
鶴
」
を

指
す
こ
と
が
分
か
る
。
良
経
歌
で
は
、
季
節
を
本
歌
の
夏
か
ら
冬
に
変
え

た
上
で
、
本
歌
に
あ
る
「
蘆
」
は
「
霜
う
づ
む
か
り
た
の
こ
の
は
」
に
変

え
ら
れ
、
同
じ
く
「
鳥
」
は
「
雁
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
「
霜
」
・
「
刈

田
」
な
ど
は
冬
の
常
套
の
歌
語
で
あ
る
た
め
問
題
な
い
が
、
冬
に
「
か
り
」

を
詠
む
の
は
和
歌
で
は
一
般
的
で
は
な
く
、
八
代
集
の
範
囲
で
は
「
た
ま

づ
さ
に
涙
の
か
か
る
心
ち
し
て
し
ぐ
る
る
空
に
雁
の
な
く
な
る
」
（
『
千
載

集
』
巻
六

冬
歌

四
一
五

読
人
知
ら
ず
）
の
一
首
し
か
存
在
し
な
い

た
め
、
注
目
さ
れ
る
。

千
載
歌
と
良
経
歌
の
関
係
を
考
え
る
と
、
俊
成
の
編
纂
し
た
勅
撰
集
に

入
集
し
た
歌
が
弟
子
で
あ
る
良
経
の
詠
作
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
あ

る
と
は
い
え
、
二
首
の
歌
の
類
似
性
は
冬
の
雁
を
詠
む
こ
と
以
外
に
は
ほ

ぼ
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
千
載
歌
か
ら
良
経
歌
へ
の
影
響
は
特
に
な
い

と
考
え
る
ほ
う
が
穏
当
で
あ
る
。
良
経
が
冬
に
雁
を
詠
む
根
拠
は
別
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
良
経
歌
の
情
景
は
、
『
万
葉
集
』
に
あ
る
「
秋
の
田

の
わ
が
か
り
ば
か
の
す
ぎ
ぬ
れ
ば
雁
金
聞
こ
ゆ
冬
か
た
ま
け
て
」
（
巻
十

秋
雑
歌

二
一
三
三
）
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
万
葉
歌
の
季
節
は

初
冬
で
は
な
く
、
「
冬
か
た
ま
け
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
冬
が
近
い
晩
秋

の
頃
で
あ
る
。
良
経
歌
と
は
微
妙
に
相
違
す
る
た
め
、
こ
の
万
葉
歌
が
良

経
歌
に
お
け
る
冬
の
「
か
り
」
の
根
拠
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

『
千
五
百
番
歌
合
』
の
当
該
歌
に
対
す
る
定
家
の
判
詞
に
は
、

か
り
た
の
こ
の
は
ふ
み
し
だ
き
と
お
き
秋
を
こ
ふ
ら
し
な
ど
侍
る
、

心
詞
た
く
み
に
お
よ
び
が
た
く
き
こ
え
て
、
き
ら
き
ら
し
く
を
か
し

き
か
た
も
侍
る
に
や
（
後
略
）
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
歌
の
第
二
句
・
第
三
句
及
び
第
五
句
を
讃
え
、
冬
の

「
か
り
」
を
詠
む
第
四
句
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

定
家
に
と
っ
て
冬
歌
に
て
「
か
り
」
を
詠
む
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
肯
定
す

べ
き
詠
み
方
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

良
経
が
冬
に
「
か
り
」
を
詠
ん
だ
こ
と
も
、
詩
語
と
歌
語
の
季
節
に
統

一
性
を
求
め
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
冬
に
「
か
り
」
を
詠
む
こ
と
は
、

和
歌
で
は
珍
し
い
が
、
漢
詩
で
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。

南
窓
背
燈
坐
、
風
霰
暗
紛
紛
、
寂
寞
深
村
夜
、
残
雁
雪
中
聞
（
『
白

氏
文
集
』
巻
六
「
村
雪
夜
坐
」
）

九
江
十
年
冬
大
雪
、
江
水
生
氷
樹
枝
析
。
百
鳥
無
食
東
西
飛
、
中
有

旅
雁
声
最
飢
、
雪
中
啄
草
氷
上
宿
、
翅
冷
騰
空
飛
動
遅
、（
後
略
）（
同

巻
十
二
「
放
旅
雁
元
和
十
年
冬
作
」
）

旅
雁
一
行
江
霧
透
、
寒
猿
三
叫
峡
雲
深
。
（
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
七
・

河
辺
「
初
冬
遊
泛
西
河
」
藤
原
明
衡
）

蕭
條
秋
後
心
尤
苦
、
旅
雁
驚
夢
猿
断
腸
。（
同

巻
十
・
山
寺
下
「
冬

日
雲
林
院
即
事
」
中
原
広
俊
）（

十
九
）

上
例
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
詩
で
は
、
雁
は
春
秋
以
外
に
、
冬
の

景
物
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
。
こ
の
点
は
、
和
歌
に
お
け
る
歌
語
「
か
り
」

が
基
本
的
に
春
秋
に
し
か
詠
ま
れ
な
い
こ
と
と
相
違
す
る
。
良
経
が
、
従

来
和
歌
で
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
な
い
冬
の
「
か
り
」
を
詠
ん
だ
根
拠
は
、

漢
詩
に
お
け
る
詩
語
「
雁
」
の
季
節
に
あ
ろ
う
。
良
経
に
よ
る
初
冬
の
雁

歌
か
ら
も
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
彼
の
持
っ
て
い
た
詩
語
と
歌
語
と
の
季

節
の
統
一
性
に
対
す
る
考
え
方
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
章
の
結
び

3

夏
の
「
初
雁
」
と
冬
の
「
か
り
」
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
和
歌
の
伝

統
に
背
く
詠
み
方
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
良
経
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対

し
て
異
な
る
態
度
を
示
す
の
は
、
彼
が
歌
語
の
季
節
を
判
断
す
る
時
に
、

和
歌
の
伝
統
の
み
で
な
く
、
詩
語
と
歌
語
と
の
季
節
の
統
一
と
い
う
独
自

の
基
準
を
用
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

良
経
は
漢
詩
を
先
に
学
習
し
、
後
に
和
歌
に
も
詳
し
く
な
っ
た
和
漢
兼

作
歌
人
で
あ
る

（
二
十
）

。
彼
の
歌
に
見
ら
れ
る
漢
詩
文
摂
取
は
、
こ
れ
ま
で

に
詳
し
く
指
摘
さ
れ
て
き
た

（
二
十
一
）

。
良
経
が
和
歌
に
漢
詩
表
現
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
る
営
み
は
、
定
家
の
よ
う
に
文
治
・
建
久
期
に
活
発
化
し

て
正
治
・
建
仁
期
に
激
減
し
た

（
二
十
二
）

わ
け
で
は
な
く
、『
千
五
百
番
歌
合
』

の
成
立
し
た
建
仁
期
ま
で
存
在
し
つ
づ
け
る

（
二
十
三
）

。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

正
治
・
建
仁
期
に
は
、
良
経
の
詩
歌
合
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る

（
二
十
四
）

。
詩
歌
合
へ
の
関
心
と
『
千
五
百
番
歌
合
』
に

お
け
る
漢
詩
判
詞
と
い
う
一
連
の
営
み
か
ら
、
漢
詩
と
和
歌
と
を
結
び
付

け
よ
う
と
す
る
良
経
の
意
志
が
顕
著
に
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
活
動
の
意

図
に
つ
い
て
、
寺
田
純
子
氏
は
、
「
一
般
的
に
は
宮
中
御
会
の
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
た
漢
詩
を
和
歌
と
同
列
の
場
に
持
ち
込
み
、
詩
と
歌
と
常
に

コ
ン
ビ
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
仙
洞
御
所
の
歌
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合
行
事
に
対
抗
し
得
る
摂
関
家
の
文
化
事
業
と
し
て
の
詩
歌
合
わ
せ
の
存

在
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
推
測
し
た

（
二
十
五
）

。

「
後
鳥
羽
院
仙
洞
御
所
の
歌
合
行
事
に
対
抗
し
得
る
」
と
ま
で
言
え
る
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
、
建
仁
期
に
、
詩
と
歌
と
を
並
列
さ

せ
よ
う
と
す
る
意
志
が
、
良
経
の
中
で
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
く
な
っ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
良
経
は
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
漢
文

の
序
文
で
歌
と
詩
と
は
同
類
の
も
の
で
あ
る
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
。
た

し
か
に
、
良
経
の
和
歌
に
限
っ
て
言
え
ば
、
歌
は
詩
の
同
類
だ
と
見
做
し

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
小
山
順
子
氏
の
指
摘
し
て
い
る

（
二
十
六
）

よ
う
に
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
よ
り
凡
そ
五
年
前
に
、
建
久
の
政
変
に
よ
っ
て
蟄
居

し
て
い
た
良
経
は
、
漢
文
学
に
お
け
る
「
漁
父
」
・
「
浮
雲
」
な
ど
の
詩
語

を
「
西
洞
隠
士
百
首
」
で
使
い
、
そ
れ
ら
の
詩
語
が
持
つ
政
治
批
判
性
を

も
同
時
に
和
歌
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
小
山
氏
の
論
じ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
政
治
批
判
性
を
持
つ
歌
は
、
本
来
漢
詩
し
か
持
っ
て
い
な
い

文
章
経
国
の
意
識
を
和
歌
に
取
り
入
れ
、
「
和
歌
と
漢
詩
と
い
う
異
な
る

形
態
の
文
学
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
良
経
の
模
索
の
一
端
」
で
あ
る
と
評

し
て
よ
い
。

そ
し
て
、
本
稿
に
て
検
討
し
た
判
詞
で
も
、
良
経
は
歌
語
の
季
節
を
判

断
す
る
時
に
詩
語
を
そ
の
根
拠
と
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
方
針
は

歌
語
と
詩
語
と
の
間
に
統
一
性
を
求
め
る
営
み
で
あ
り
、
和
歌
と
漢
詩
と

い
う
異
な
る
形
態
の
文
学
を
融
合
し
よ
う
と
す
る
良
経
の
模
索
の
一
環
で

あ
ろ
う
。

和
漢
兼
作
の
詩
歌
人
で
あ
る
良
経
は
、
建
久
元
年
に
制
作
し
た
「
二
夜

百
首
」
か
ら
本
格
的
に
漢
詩
文
摂
取
に
取
り
組
み
は
じ
め
、
そ
の
後
の
蟄

居
期
に
漢
詩
の
政
治
批
判
性
を
和
歌
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
試
み
を
経

て
、
正
治
・
建
仁
期
の
政
界
へ
の
復
帰
の
後
に
、
和
歌
と
漢
詩
と
は
同
類

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
和
漢
文
学
観
を
直
ち
に
露
わ
に
し
て
い
る
。

和
漢
兼
作
の
歌
人
は
『
万
葉
集
』
時
代
よ
り
既
に
存
在
す
る
が
、
歌
は

詩
の
同
類
で
あ
る
と
は
じ
め
て
主
張
し
た
歌
人
は
良
経
で
あ
る
。
こ
の
事

実
か
ら
考
え
れ
ば
、
和
歌
史
上
に
お
い
て
は
、
良
経
の
性
格
は
こ
れ
ま
で

の
歌
人
と
一
線
を
画
し
て
お
り
、
画
期
的
な
存
在
と
言
え
る
。

ま
た
、
良
経
が
上
皇
の
召
し
た
史
上
最
大
の
規
模
を
も
つ
歌
合
と
い
う

公
的
な
場
で
、
「
詩
歌
同
類
」
の
思
想
を
判
詞
の
序
に
書
き
込
み
、
そ
し

て
漢
詩
の
形
を
も
つ
判
詞
を
作
る
こ
と
で
そ
の
思
想
を
実
践
し
た
狙
い

は
、
「
詩
歌
同
類
」
と
い
う
和
漢
文
学
観
を
公
的
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

［
注
］

（
一
）『
千
五
百
番
歌
合
』
の
引
用
は
『
千
五
百
番
歌
合
の
校
本
と
そ
の
研
究
』（
有

吉
保

風
間
書
房

一
九
六
八
）
に
よ
り
つ
つ
、
濁
点
を
私
意
に
よ
っ
て
付

け
る
。
漢
詩
の
訓
読
は
私
意
に
よ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
和
歌
及
び
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
お
け
る
漢
詩
文
の
引

用
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店

一
九
八
三
～
一
九
九
二
）
に
よ
り
つ
つ
、
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
仮
名
を
適

宜
漢
字
に
改
め
る
。

（
二
）
他
系
統
の
『
金
槐
集
』
で
は
当
該
箇
所
の
本
文
が
異
な
る
た
め
、「
寒
蝉
」

の
語
は
見
ら
れ
な
い
。

（
三
）
衣
手
の
も
り
の
下
風
吹
き
か
へ
て
さ
む
き
蝉
な
く
あ
き
は
き
に
け
り
（
『
洞

院
摂
政
家
百
首
』
上

秋

五
六
六

頼
氏
）

（
四
）
「
釈
曰
：
此
辨
蝉
之
大
小
及
方
言
不
同
之
名
也
。
」
引
用
は
『
十
三
経
注
疏

二
〇
・
爾
雅
注
疏
下
』（
国
立
編
訳
館

二
〇
〇
一
）
に
よ
る
。
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（
五
）
享
和
本
の
本
文
で
あ
る
。
天
治
本
の
本
文
は
「
蜩
、
世
比
」
と
あ
る
。
引

用
は
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
新
撰
字
鏡
：
天
治
本

：
附
享
和
本
・
群
書
類
従
本

増
訂
版
』
（
臨
川
書
店

一
九
七
九
）
に
よ

る
。

（
六
）
引
用
は
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
国
文
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚

抄
』（
臨
川
書
店

一
九
六
八
）
所
収
「
箋
注
和
名
類
聚
抄
」
に
よ
る
。

（
七
）
元
亀
二
年
京
大
本
『
運
歩
色
葉
集
』
三
・
五
九
・
表
・
六
行
目

（
八
）
引
用
は
『
中
華
叢
書

十
三
經
注
疏
十

禮
記
注
疏
（
上
）
』
（
新
文
豊
出

版

二
〇
〇
一
）
に
よ
る
。

（
九
）
引
用
は
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
八
）・
『
文
選
』

（
中
華
書
局

一
九
七
七
）
に
よ
り
つ
つ
、
字
体
は
通
行
字
体
に
改
め
る
。

（
十
）
日
本
漢
詩
の
引
用
は
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
・
第
九
輯
（
続
群
書
類
従
完

成
会

一
九
五
九
～
一
九
六
〇
）
に
よ
る
。

（
十
一
）
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編

角
川
書
店

一
九
九
九
）
蜩
条

柳
澤
良
一
氏
担
当
箇
所

（
十
二
）
訓
読
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
つ
つ
、
理
解
の
便
宜
の
た
め
、
仮

名
を
適
宜
漢
字
に
改
め
る
。

（
十
三
）
滝
沢
貞
夫
「
曽
祢
好
忠
試
論
」
『
言
語
と
文
芸
』

一
九
六
八
年

巻
一

〇

五
九
号

神
作
光
一
『
曽
祢
好
忠
の
研
究
』
（
笠
間
書
院

一
九
七
四
）
一
一
八
～
一

二
〇
頁

筑
紫
平
安
文
学
会
『
好
忠
百
首
全
釈
』
（
風
間
書
房

二
〇
一
八
）
二
八
〇

～
三
〇
五
頁

（
十
四
）『
日
本
歌
学
大
系

別
巻
三
』
四
五
三
・
三
二
九
頁
に
よ
る
。

（
十
五
）
注
十
一
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
初
雁
条

村
尾
誠
一
氏
担
当
箇
所

（
十
六
）
引
用
は
『
杜
荀
鶴
文
集
』（
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
〇
）
に
よ
り
つ

つ
、
字
体
を
通
用
字
体
に
改
め
る
。

（
十
七
）
引
用
は
『
初
学
記
』
（
中
文
出
版
社

一
九
七
八
）
に
よ
り
つ
つ
、
字

体
を
通
用
字
体
に
改
め
る
。

（
十
八
）
『
和
歌
文
学
大
系
六
十

秋
篠
月
清
集
・
明
恵
上
人
歌
集
』
（
谷
知
子

平
野
多
恵

明
治
書
院

二
〇
一
三
）

（
十
九
）
『
本
朝
無
題
詩
』
の
引
用
は
、
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』
（
本
間
洋
一

新
典
社

一
九
九
二
～
一
九
九
四
）
に
よ
る
。

（
二
十
）
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
三
）

四
九
四
～
五
〇
五
頁

（
二
十
一
）
大
野
順
子
「
藤
原
良
経
の
『
花
月
百
首
』
に
つ
い
て

―
初
学
期
に

お
け
る
本
歌
取
り
の
状
況
を
中
心
と
し
て
」
『
古
代
文
化
』
二
〇
〇
五

五

七
巻

七
号

小
山
順
子
「
藤
原
良
経
の
漢
詩
文
摂
取

―
初
学
期
か
ら
『
二
夜
百
首
』
へ
」

『
国
語
国
文
』
二
〇
〇
五

七
四
巻

九
号

同
「
藤
原
良
経
『
六
百
番
歌
合
』
恋
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取
」
『
和
歌
文

学
研
究
』
二
〇
〇
四

巻
八
九

一
二
号

同
「
藤
原
良
経
『
西
洞
隠
士
百
首
』
考

―
四
季
歌
の
漢
詩
文
摂
取
を
中
心

に

―
」
（
『
人
文
知
の
新
た
な
総
合
に
向
け
て
』
第
二
回
報
告
書
Ⅳ
［
文
学

篇
１
論
文
］
二
〇
〇
四
）

同
「
藤
原
良
経
『
正
治
初
度
百
首
』
考
：
漢
詩
文
摂
取
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」

『
山
邊
道
：
国
文
学
研
究
誌
』
二
〇
〇
八

巻
五
一

（
二
十
二
）
長
谷
完
治
「
漢
詩
文
と
定
家
の
和
歌
」
『
語
文
（
大
阪
大
学
）
』
一
九

六
六

巻
二
六

七
号

富
樫
よ
う
子
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
漢
詩
文
摂
取

―
文
治
建
久
期
を
中
心

に

―
」『
国
文
目
白
』
一
九
八
三

巻
二
二

三
号

（
二
十
三
）
注
二
十
一

小
山
論
文
「
藤
原
良
経
『
正
治
初
度
百
首
』
考
：
漢
詩
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文
摂
取
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」

注
十
八
『
秋
篠
月
清
集
』
八
〇
一
・
八
〇
七
・
八
四
七
・
八
五
三
・
八
九
二

番
歌
注
釈
（
谷
知
子
担
当
箇
所
）

（
二
十
四
）
寺
田
純
子
「
正
治
・
建
仁
期
の
藤
原
良
経
」
『
国
文
学
研
究
』
一
九

七
二

巻
四
八

（
二
十
五
）
注
二
十
四
に
同
じ

（
二
十
六
）
注
二
十
一

小
山
論
文
「
藤
原
良
経
『
西
洞
隠
士
百
首
』
考

―
四

季
歌
の
漢
詩
文
摂
取
を
中
心
に

―
」

［
附
記
］

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
補
助
事
業
（
「
和
漢
兼
作
の

作
品
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
」18J12738

）
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

（
こ
う

い
っ
て
い
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


