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『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す

―
『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
の
比
較
を
通
し
て

―

川

村

朱

音

序

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
三
は
夏
歌
三
十
四
首
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
ほ
と
と
ぎ
す
を
対
象
に
詠
ん
だ
歌
は
二
十
八
首

存
在
し
、
圧
倒
的
に
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
の
が
他
の
部
立
に
は

な
い
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
奈
良
朝
末
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
『
万

葉
集
』
の
夏
の
歌
に
お
い
て
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
の
割
合

は
高
い
。
具
体
的
に
は
、
巻
第
八
「
夏
雑
歌
」
で
は
三
十
三
首
中
、

二
十
七
首
、「
夏
相
聞
」
で
は
十
三
首
中
、
七
首
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠

ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
。
巻
第
十
「
夏
雑
歌
」
の
「
鳥
を
詠
む
」
で

は
二
十
七
首
中
、
二
十
六
首
、「
夏
相
聞
」
で
は
「
鳥
に
寄
す
る
」
三

首
す
べ
て
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
が
多

い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、『
万
葉
集
』
か
ら
の
素
材
継
承
と
い
う
側
面

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
松
田
武
夫
氏
（
１
）

は
、 

夏
の
鳥
と
い
へ
ば
郭
公
だ
と
す
る
思
考
は
、
既
に
万
葉
の
い
に

し
へ
に
確
立
し
、
そ
れ
が
、
古
今
集
に
継
承
さ
れ
た
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
…
こ
れ
は
、
日
本
人
的
情
感
と
日
本
的
風
土
と

の
抱
合
に
よ
つ
て
形
成
し
固
定
さ
れ
た
伝
統
的
観
念
で
あ
る
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
古
今
集
夏
歌
に
お
い
て
は
、
い
か
に

も
郭
公
の
歌
が
多
量
で
あ
る
が
、
夏
の
自
然
は
、
春
季
の
自
然

に
比
べ
て
、
そ
の
様
相
が
単
純
で
あ
る
た
め
と
、
気
温
湿
度
共

に
上
昇
し
て
、
自
然
を
微
細
に
観
察
詠
唱
す
る
心
の
余
裕
に
欠

け
て
ゐ
る
た
め
か
も
知
れ
な
い
。 

と
述
べ
て
お
り
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
が
多
い

理
由
を
、
伝
統
的
な
観
念
、
及
び
日
本
の
気
候
と
い
う
二
点
に
求
め

て
い
る
。
こ
の
松
田
氏
の
論
が
定
説
化
し
つ
つ
あ
っ
た
な
か
で
、『
古

今
和
歌
集
』
夏
歌
に
つ
い
て
新
た
な
考
え
を
提
示
し
た
の
が
、
大
野

妙
子
氏
（
２
）

で
あ
る
。
大
野
氏
は
、
松
田
氏
の
論
に
つ
い
て
、「
万
葉
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か
ら
古
今
へ
短
絡
さ
せ
る
、
素
朴
な
素
材
継
承
論
で
は
解
け
な
い
」

と
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
の
夏
の
素
材
と
、 

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
素
材
に
着
目
し
、 

『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
の
夏
の
歌
に
お
い
て
素
材
で
あ
り
得

て
い
た
も
の
が
、
わ
ず
か
十
数
年
後
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
夏

の
歌
か
ら
ほ
と
ん
ど
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
…
寛

平
期
と
い
う
こ
の
時
期
、「
夏
」
と
い
う
季
を
歌
づ
く
り
に
お
い

て
、
美
意
識
と
し
て
観
念
化
し
て
い
く
過
程
で
、
貫
之
た
ち
は
、

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
に
、
夏
の
歌
の
素
材
発
見
と
し
て
の
価
値
を

み
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
ほ
と
と
ぎ
す
の

歌
が
多
い
理
由
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
夏
を
観
念
的
に
捉
え
て
い
く

な
か
で
、
撰
者
が
ほ
と
と
ぎ
す
に
素
材
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
た

か
ら
だ
と
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
先
行
研
究
に
は
、
問
題
点
が
あ
る
と
考

え
る
。
ま
ず
、
松
田
氏
の
論
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
が
多

い
理
由
を
、
伝
統
的
観
念
や
気
候
な
ど
、
現
実
世
界
の
み
に
焦
点
を

当
て
て
考
察
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
和
歌

と
い
う
表
現
世
界
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ

て
い
る
の
か
を
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
で
比
較
し
、
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
大
野
氏
の
論
に
つ
い
て
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
、
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』

か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
に
か
け
て
の
素
材
発
見
と
す
る
と
こ
ろ
に
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
。『
万
葉
集
』
の
夏
の
歌
に
も
ほ
と
と
ぎ
す
が
多

く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え

る
と
、
松
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
素
材
継
承
の
一
面
も
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

本
稿
の
目
的
は
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す

の
歌
が
好
ん
で
選
ば
れ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
松
田
氏
が
論
じ

る
素
材
継
承
論
に
立
脚
し
つ
つ
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今

和
歌
集
』
夏
歌
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
詠
ま
れ
方
を
比
較
、
検
討

し
て
い
く
。 

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
節
で
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今

和
歌
集
』
夏
歌
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
歌
の
継
承
さ
れ
て
い
る
点
と

そ
の
詠
ま
れ
方
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌

集
』
で
は
、ほ
と
と
ぎ
す
が
素
材
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、

そ
の
表
現
方
法
が
質
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
歌
の
相
違
点
を
検
討
し
、『
古
今
和
歌
集
』

夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
悲
し
み
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
者
の

心
情
を
反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
節
で
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
配
列
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、『
古

今
和
歌
集
』
夏
歌
は
、
季
節
の
推
移
と
、
作
者
の
抱
え
る
悲
痛
な
心

情
な
ど
の
表
出
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
有
し
て
お
り
、
ほ
と
と
ぎ
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す
は
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
最
後
に
、
結
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
夏
の
時
間
の
推
移
を
表
す

と
と
も
に
、
擬
人
化
に
よ
っ
て
作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
歌
こ
と
ば
で
あ
り
、
夏
歌
の
「
時
間
の
推
移
」「
も
の
悲
し
い

雰
囲
気
」
と
い
う
二
重
性
を
表
現
し
得
た
た
め
に
、『
古
今
和
歌
集
』

夏
歌
に
お
い
て
好
ん
で
選
ば
れ
た
と
い
う
結
論
を
提
示
す
る
。 

 

継
承
さ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
と
そ
の
詠
ま
れ
方

本
節
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌

を
比
較
し
、
継
承
さ
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ

て
い
く
。
そ
し
て
、
素
材
と
し
て
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
継
承
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
詠
ま
れ
方
が
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
異

な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
を
比
較
し
た

と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
に
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
歌
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
き
声
を
聞
き
た
い
」
と
い
う
歌
意
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待
望
す
る
歌
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
具
体
的
に
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
の

一
四
六
六
・
一
四
七
〇
・
一
四
八
〇
・
一
四
八
一
・
一
四
九
九
、
巻

第
十
の
一
九
四
〇
・
一
九
四
七
・
一
九
五
一
・
一
九
五
三
・
一
九
五

五
の
計
十
首
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
一
三
五
・
一
三
七
・
一
三
八
・

一
六
一
の
計
四
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
検
討

す
る
。 

 

ま
ず
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待
望
す

る
歌
を
挙
げ
る
。 

大
伴
書
持
が
歌
二
首 

一
四
八
〇

我
が
や
ど
に 

月
お
し
照
れ
り 

ほ
と
と
ぎ
す 

心

あ
れ
今
夜 

来
鳴
き
と
よ
も
せ 

一
四
八
一

我
が
や
ど
の 

花
橘
に 

ほ
と
と
ぎ
す 

今
こ
そ
鳴

か
め 

友
に
逢
へ
る
時 

一
九
四
七

逢
ひ
難
き 

君
に
逢
へ
る
夜 

ほ
と
と
ぎ
す 

他
し

時
ゆ
は 

今
こ
そ
鳴
か
め 

一
九
五
一

う
れ
た
き
や 

醜
ほ
と
と
ぎ
す 

今
こ
そ
は 

声
の

嗄
る
が
に 

来
鳴
き
と
よ
め
め 

こ
れ
ら
の
例
よ
り
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き

声
を
待
望
す
る
歌
に
は
、「
今
」
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
と
い
う
発
想
の

歌
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
、
例
と
し

て
挙
げ
た
歌
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。 

「
今
」
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
箇
所
は
、
二
重
傍
線
部
に

示
し
た
。
一
四
八
〇
は
、「
月
が
照
っ
て
い
る
今
夜
に
、
私
の
気
持
ち

を
察
し
て
鳴
い
て
ほ
し
い
」
、
一
四
八
一
・
一
九
四
七
は
、
「
友
に
逢

っ
て
い
る
と
き
に
鳴
い
て
ほ
し
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
一
は
、
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「
こ
の
今
こ
そ
、
声
の
嗄
れ
る
ほ
ど
に
来
鳴
き
と
よ
も
せ
ば
い
い
の

に
」
と
な
り
、「
今
」
の
具
体
的
内
容
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
〈
新
全
集
〉〈
全
注
〉
で
、
友
人
か
恋
人
が
来
た
と
き

に
詠
ま
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
う
と
、
一
四
八
一
・

一
九
四
七
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
風
流
を
楽
し
ん

で
い
る
と
き
や
、
友
に
逢
っ
て
い
る
と
き
な
ど
、
あ
る
特
定
の
時
間

に
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待
望
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ち
な
み
に
、
そ
の
他
の
『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
望
歌
に
つ

い
て
は
、 

一
九
五
三

五
月
山 

卯
の
花
月
夜 

ほ
と
と
ぎ
す 

聞
け
ど
も

飽
か
ず 

ま
た
鳴
か
ぬ
か
も 

一
九
五
五

ほ
と
と
ぎ
す 

厭
ふ
時
な
し 
あ
や
め
ぐ
さ 

縵
に

せ
む
日 

こ
ゆ
鳴
き
渡
れ 

な
ど
、「
今
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
て
い
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
場
合
、
一
九
五
三
は
「
卯
の
花
」、
一
九
五
五
は
「
あ
や
め
ぐ

さ
」
と
い
っ
た
季
の
景
物
な
ど
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
季
節
で
あ
る
か
ら
鳴
い
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
意

味
を
持
つ
。
本
節
で
は
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
ほ
と
と

ぎ
す
待
望
歌
を
比
較
す
る
上
で
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
今
」
と
い

う
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
歌
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
よ
り
重
要
だ
と

考
え
る
。
よ
っ
て
、
そ
ち
ら
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
い
く
。 

『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
望
歌
が
、「
今
」
と
い
う
表
現
を
含

む
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
用
例
数
か
ら
も
説
明
で
き
る
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
で
「
今
」（
現
在
を
意
味
す
る
も
の
の
み
に
限
定

し
、「
い
ま
だ
」
な
ど
は
数
に
含
ま
な
い
）
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
含

む
歌
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、『
万
葉
集
』
で
十
三
首
、
『
古
今
和
歌
集
』

で
五
首
、
『
後
撰
和
歌
集
』
で
一
首
、『
拾
遺
和
歌
集
』
で
二
首
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
「
今
」
聞
き
た

い
と
い
う
趣
旨
の
歌
は
、『
万
葉
集
』
で
七
首
（
う
ち
、
五
首
は
巻
第

八
・
十
）
、『
古
今
和
歌
集
』
で
一
首
、『
後
撰
和
歌
集
』
で
一
首
あ
り
、

『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
調
査

結
果
か
ら
も
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
は
あ

る
特
定
の
「
今
」
待
望
さ
れ
る
と
い
う
詠
ま
れ
方
が
一
般
的
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。 

で
は
、
な
ぜ
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を

待
望
す
る
歌
の
多
く
が
、「
今
」
と
い
う
表
現
を
含
ん
で
い
る
の
か
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
宴
席
歌
の

影
響
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
３
）

に
よ
る

と
、
宴
席
歌
は
、 

宴
席
で
披
露
さ
れ
た
歌
。『
万
葉
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
歌
で
、
宴

席
で
披
露
さ
れ
た
こ
と
が
題
詞
・
左
注
等
に
明
記
さ
れ
る
も
の

も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
相
当
数
が
な
ん
ら
か

の
宴
席
で
披
露
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
万
葉
歌
の
も

っ
と
も
一
般
的
な
披
露
の
場
が
宴
席
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
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言
で
は
な
い
。
古
来
、
宴
席
で
は
雰
囲
気
作
り
の
演
出
な
ど
と

し
て
、歌
謡
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

七
世
紀
前
半
に
和
歌
が
作
ら
れ
は
じ
め
る
と
、
歌
謡
と
同
様
な

役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

と
あ
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
の
ほ
と
と
ぎ
す
待
望
歌
と

し
て
挙
げ
た
十
首
の
う
ち
、
注
釈
書
で
宴
席
歌
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
六
首
（
一
四
七
〇
・
一
四
八
〇
・
一
四
八
一
・
一
四
九
九
・

一
九
四
七
・
一
九
五
一
）
あ
る
。
そ
し
て
、
一
四
九
九
以
外
の
五
首

は
、「
今
」
と
い
う
表
現
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
き
声
を
待
望
す
る
歌
に
は
、
場
の
雰
囲
気
づ
く
り
と
し
て
の
側
面

が
あ
り
、
歌
の
中
に
、
友
や
風
流
と
い
っ
た
宴
席
の
情
景
を
「
今
」

と
し
て
詠
み
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
の

こ
の
よ
う
な
ほ
と
と
ぎ
す
待
望
歌
は
、
実
際
の
情
景
に
即
し
て
詠
ま

れ
て
い
る
と
も
言
え
、
こ
の
こ
と
が
、「
今
」
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
と

い
う
発
想
の
歌
が
多
い
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待

望
す
る
歌
を
挙
げ
る
。 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
三
五

わ
が
屋
戸
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
山
郭
公
い
つ
か

来
鳴
か
む 

こ
の
歌
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
な 

り 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
三
七

五
月
ま
つ
山
郭
公
う
ち
は
ぶ
き
今
も
鳴
か
な
む
去
年

の
ふ
る
こ
ゑ 

題
し
ら
ず

    

伊
勢 

一
三
八

五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
郭
公
ま
だ
し
き
ほ
ど
の

声
を
聞
か
ば
や 

さ
ぶ
ら
ひ
に
て
、
を
の
こ
ど
も
の
酒
た
う
べ
け
る

に
、
召
し
て
、「
郭
公
待
つ
歌
よ
め
」
と
あ
り
け
れ

ば
、
よ
め
る

   

み
つ
ね 

一
六
一

郭
公
声
も
き
こ
え
ず
山
彦
は
外
に
鳴
く
音
を
こ
た
へ

や
は
せ
ぬ 

こ
れ
ら
の
例
よ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
き
声
を
待
望
す
る
歌
に
は
、
初
声
を
待
望
す
る
も
の
が
多
い
と
い

う
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
検
討

し
て
い
く
。 

初
声
を
待
望
す
る
歌
は
一
三
五
・
一
三
七
・
一
三
八
で
あ
り
、
該

当
箇
所
は
傍
線
部
に
示
し
た
。
二
重
傍
線
部
は
、
一
三
五
は
「
わ
が

屋
戸
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
」
、
一
三
七
は
「
五
月
ま
つ
」、
一
三

八
は
「
五
月
来
ば
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ま
だ
ほ
と
と
ぎ

す
が
鳴
く
季
節
と
さ
れ
る
五
月
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
表

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
「
い
つ
か
来
鳴
か
む
」
「
今
も
鳴
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か
な
む
」「
声
を
聞
か
ば
や
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は

ほ
と
と
ぎ
す
の
初
声
を
待
望
し
た
歌
と
言
え
る
。
一
方
、
一
六
一
に

つ
い
て
は
、
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
宮
中
で
「
ほ
と
と
ぎ
す
を
待
つ

歌
を
詠
め
」
と
言
わ
れ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
傍
線
部
は
「
せ
め
て

山
彦
が
よ
そ
で
鳴
い
て
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
響
か
せ
て
く
れ
な

い
も
の
か
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
初
声
を
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
が
、

婉
曲
的
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待
望
し
た
歌
と
な
り
、『
万
葉
集
』

の
宴
席
歌
と
同
種
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
上
の
検
討
よ
り
、『
古

今
和
歌
集
』
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
待
望
歌
は
、
そ
の
初
声
を
聞
き

た
い
と
い
う
発
想
の
も
と
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
え
る
。 

で
は
、
な
ぜ
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
待
望
す
る
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
き
声
が
、
初
声
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、『
古

今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
待
望
す
る
」
＝

「
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
声
を
待
望
す
る
」
と
い
う
発
想
へ
と
パ
タ
ー
ン

化
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め

に
、
以
下
で
は
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
初
声
」

「
初
音
」
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

『
万
葉
集
』
中
で
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
声
を
詠
ん
だ
歌
は
、
巻
第
八

の
一
九
三
九
・
巻
第
十
九
の
四
一
七
一
・
四
一
八
〇
・
四
一
八
九
の

計
四
首
で
あ
る
。

 

一
九
三
九

ほ
と
と
ぎ
す 

汝
が
初
声
は 

我
に
こ
せ 

五
月
の

玉
に 

交
へ
て
貫
か
む 

二
十
四
日
は
立
夏
四
月
の
節
に
応
る
。
こ
れ
に

因
り
て
二
十
三
日
の
暮
に
、
忽
ち
に
霍
公
鳥
の

暁
に
喧
か
む
声
を
思
ひ
て
作
る
歌
二
首 

四
一
七
一

常
人
も 

起
き
つ
つ
聞
く
そ 

ほ
と
と
ぎ
す 

こ
の

暁
に 

来
鳴
く
初
声 

霍
公
鳥
を
感
づ
る
情
に
飽
か
ず
し
て
、
懐
を
述

べ
て
作
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌 

四
一
八
〇

春
過
ぎ
て 

夏
来
向
か
へ
ば 

あ
し
ひ
き
の 

山
呼

び
と
よ
め 

さ
夜
中
に 

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す 

初
声

を 

聞
け
ば
な
つ
か
し 

あ
や
め
ぐ
さ 

花
橘
を 

貫

き
交
じ
へ 

か
づ
ら
く
ま
で
に 

里
と
よ
め 

鳴
き

渡
れ
ど
も 

な
ほ
し
し
の
は
ゆ 

こ
れ
ら
の
例
の
傍
線
部
を
見
る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
ほ

と
と
ぎ
す
の
初
声
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、

二
重
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
初
声
」
は
五
月
五
日
の
端

午
の
節
句
に
お
い
て
、
あ
や
め
ぐ
さ
や
橘
と
と
も
に
緒
に
通
す
も
の

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、『
万
葉
集
』
の
初
声

は
、
夏
の
到
来
を
表
す
季
の
景
物
と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
く
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

一
方
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
初
声
の
歌
は
、
先
述
の
一
三
五
・

一
三
七
・
一
三
八
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
聞
き
た
い
も
の
」
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
夏
の
到
来
を
感
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じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
「
初
声
」
を
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
「
い

つ
か
来
鳴
か
む
」「
今
も
鳴
か
な
む
」「
声
を
聞
か
ば
や
」
と
表
現
す

る
こ
と
で
、
夏
の
始
ま
り
を
婉
曲
的
に
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

さ
ら
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
初
声
の
歌
を
見
る
と
四
首
中
三
首

が
巻
第
十
九
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
々
木
民
夫
氏
（
４
）

は
、『
万

葉
集
』
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
声
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の

用
例
の
多
く
が
大
伴
家
持
詠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
万
葉
集
の
ホ

ト
ト
ギ
ス
の
「
声
」
は
…
集
内
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
の
時
期
的
様
相
に

離
反
す
る
も
の
で
な
く
、
第
Ⅲ
・
Ⅳ
期
の
天
平
期
万
葉
に
至
っ
て
、

そ
の
詠
歌
の
中
に
急
増
し
つ
つ
定
着
化
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
、
と
見

る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
巻
第
十
九
は
天
平
勝
宝
二

（
七
五
〇
）
年
三
月
か
ら
同
五
年
二
月
ま
で
の
記
録
で
あ
り
、
第
Ⅳ

期
に
当
た
る
た
め
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
佐
々
木
氏
の
論
や
先

述
の
用
例
を
踏
ま
え
る
と
、「
初
声
」
も
そ
の
時
期
に
定
着
し
た
表
現

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
『
万
葉
集
』
巻
第

十
九
に
見
ら
れ
る
、
夏
の
は
じ
め
の
景
物
と
し
て
の
初
声
や
、
初
声

を
聞
く
こ
と
に
対
す
る
関
心
を
引
き
継
ぎ
、「
初
声
」
＝
「
夏
の
は
じ

め
に
聞
き
た
い
も
の
」
と
し
て
観
念
的
に
捉
え
直
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す

待
望
歌
に
は
、
初
声
を
待
望
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

以
上
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
を
比
較

し
た
結
果
、
鳴
き
声
を
待
望
さ
れ
る
と
い
う
ほ
と
と
ぎ
す
像
は
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
表
現
方
法
と
し
て

は
、『
万
葉
集
』
で
は
「
今
」
鳴
い
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
の
に
対

し
、
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
初
声
を
待
望
す
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
素
材
を
継
承
し
な
が
ら
も
、『
万
葉

集
』
で
は
宴
席
と
い
う
実
際
の
情
景
に
即
し
て
詠
ま
れ
、
ま
た
『
古

今
和
歌
集
』
で
は
夏
の
到
来
を
観
念
的
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
で

異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 

本
節
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に

多
く
詠
ま
れ
て
い
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
」
と
い

う
歌
意
を
持
つ
歌
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
内
藤
明
氏
（
５
）

は
「
万

葉
・
古
今
・
新
古
今
の
歌
風
の
特
色
」
に
お
い
て
同
様
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
内
藤
氏
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌

集
』
の
歌
を
、
春
の
到
来
や
秋
の
到
来
と
い
う
同
じ
テ
ー
マ
ご
と
に

分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
風

に
つ
い
て
、 

生
活
空
間
の
中
で
の
実
感
、
実
景
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
主
題

化
し
て
い
こ
う
と
す
る
『
万
葉
』
的
世
界
は
、『
古
今
』
に
お
い

て
知
的
な
再
把
握
が
試
み
ら
れ
、
よ
り
一
般
的
、
普
遍
的
な
美

的
構
図
の
世
界
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
言
語
に

よ
っ
て
世
界
を
解
釈
し
、
言
語
空
間
の
中
に
世
界
を
再
構
築
し
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よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
と
い
え
よ
う
。 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』

で
は
そ
の
詠
ま
れ
方
が
質
的
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す

第
一
節
で
は
、
歌
意
が
同
じ
歌
を
検
討
し
、『
万
葉
集
』
か
ら
『
古

今
和
歌
集
』
に
か
け
て
表
現
方
法
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
第
二
節
で
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
、

ほ
と
と
ぎ
す
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
考
察
す

る
。
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
悲
し
み
の
象

徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
歌
に
よ
っ
て
は
作
者
の
心
情

を
詠
み
込
む
た
め
の
要
素
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。 

『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ

す
歌
を
比
較
し
た
結
果
、 

①
『
万
葉
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
し
な
い
こ
と
に
理

由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
理
由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ

る
点 

②
『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
花
橘
、
卯
の
花
と
の
組
み
合
わ
せ

が
同
等
数
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
花

橘
と
の
組
み
合
わ
せ
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
点 

と
い
う
二
つ
の
相
違
点
が
確
認
で
き
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討

し
て
い
く
。 

 

①
『
万
葉
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
し
な
い
こ
と
に
理

由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
理
由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ

る
点 

『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
か
な
い

こ
と
に
理
由
を
見
出
す
歌
に
つ
い
て
は
、
一
四
六
八
・
一
四
九
〇
の

二
首
が
確
認
で
き
た
。 小

治
田
広
瀬
王
の
霍
公
鳥
の
歌
一
首 

一
四
六
八

ほ
と
と
ぎ
す 

声
聞
く
小
野
の 

秋
風
に 

萩
咲
き

ぬ
れ
や 

声
の
乏
し
き 

大
伴
家
持
が
霍
公
鳥
の
歌
一
首 

一
四
九
〇

ほ
と
と
ぎ
す 

待
て
ど
来
鳴
か
ず 

あ
や
め
ぐ
さ 

玉
に
貫
く
日
を 

い
ま
だ
遠
み
か 

一
四
六
八
で
は
、
「
秋
風
に 

萩
咲
き
ぬ
れ
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
か
な
い
理
由
を
、
秋
の
到
来
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

ま
た
、
一
四
九
〇
で
は
、「
あ
や
め
ぐ
さ 

玉
に
貫
く
日
を 

い
ま
だ
遠

み
か
」
と
理
由
づ
け
し
て
い
る
。
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
６
）

に

よ
る
と
、
菖
蒲
は
古
く
か
ら
邪
気
を
払
う
草
と
し
て
愛
さ
れ
、
特
に
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端
午
の
節
句
に
は
そ
の
葉
を
屋
根
に
葺
い
た
り
、
薬
玉
に
添
え
た
り

し
た
と
あ
る
。
一
四
九
〇
も
同
様
で
あ
り
、「
玉
に
貫
く
日
」
す
な
わ

ち
端
午
の
節
句
は
ま
だ
遠
い
の
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
も
鳴
か
な
い
の
だ

と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
ほ
と
と

ぎ
す
が
鳴
か
な
い
理
由
を
、
鳴
く
季
節
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
、

あ
る
い
は
、
ま
だ
鳴
く
季
節
で
は
な
い
と
い
う
点
に
見
出
そ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
は

夏
と
い
う
季
節
を
象
徴
す
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。 

 

次
に
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て

い
る
こ
と
に
理
由
を
見
出
す
歌
は
、
一
五
七
・
一
五
八
・
一
六
〇
・

一
六
四
の
四
首
確
認
で
き
た
。 

郭
公
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き 

一
六
〇

五
月
雨
の
空
も
と
ど
ろ
に
郭
公
な
に
を
憂
し
と
か
夜

た
だ
な
く
ら
む 

郭
公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

み
つ
ね 

一
六
四

ほ
と
と
ぎ
す
我
と
は
な
し
に
卯
の
花
の
憂
き
世
の
中

に
な
き
わ
た
る
ら
む 

一
六
〇
で
は
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
は
何
を
つ
ら
い
と
思
っ
て
鳴
く
の

か
」
、
一
六
四
で
は
「
ど
う
し
て
卯
の
花
の
憂
き
世
の
中
を
鳴
い
て
飛

び
渡
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
す

べ
て
擬
人
化
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
他
二
首
も
同
様
で
あ
り
、『
古

今
和
歌
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
理
由
を
、
ほ
と
と

ぎ
す
が
悲
し
み
や
つ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
点
に
見
出

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ

と
と
ぎ
す
は
、
そ
の
鳴
き
声
が
悲
し
み
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
、
悲
し

み
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
藤
幸
良
氏
（
７
）

も
指
摘
し
て

い
る
。
後
藤
氏
は
、
そ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、『
万
葉
集
』
と
『
古

今
和
歌
集
』
で
は
詠
法
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
方

法
で
分
析
し
て
い
る
。 

ま
ず
、『
万
葉
集
』
で
は
、
鳥
・
景
物
・
他
者
・
詠
歌
主
体
の
四
項

が
、
詠
歌
主
体
を
中
心
と
し
て
様
々
に
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。「
鳥
」
は
ほ
と
と
ぎ
す
、「
景
物
」
は
花
橘
な
ど
、「
他
者
」

は
妹
、
君
な
ど
、「
詠
歌
主
体
」
は
作
者
自
身
を
指
し
、
特
に
、
鳥
を

景
物
と
結
び
つ
け
て
詠
む
こ
と
は
常
識
化
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
で
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
鳥
＝
他
者
、
景
物
＝
詠
歌
主
体
と

二
重
写
し
に
な
り
、
鳥
と
詠
歌
主
体
の
関
係
と
し
て
一
体
化
さ
れ
、

そ
こ
に
詠
ま
れ
方
の
比
重
が
大
き
く
移
っ
た
と
し
て
い
る
。
図
示
す

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
項
の
よ
う
に
な
る
。 
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『
万
葉
集
』

 

『
古
今
和
歌
集
』 

鳥
―
―
―
―
景
物

鳥
―
―
―
―
景
物 

 

他
者
―
―
―
詠
歌
主
体

他
者
―
―
詠
歌
主
体 

 

こ
の
よ
う
な
詠
法
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
和
歌
集
夏
部
の
ほ
と
と

ぎ
す
の
詠
ま
れ
方
を
分
析
し
た
結
果
、
後
藤
氏
は
「
万
葉
集
か
ら
新

古
今
集
ま
で
数
を
拾
っ
て
み
る
と
、
鳥
を
待
望
し
そ
の
到
来
を
賞
美

す
る
歌
は
、
一
定
程
度
存
在
し
続
け
て
い
る
が
、
新
撰
万
葉
集
・
古

今
集
・
後
撰
集
あ
た
り
に
限
っ
て
悲
哀
・
憂
愁
・
厭
世
感
の
歌
が
多

出
し
、
む
し
ろ
比
率
的
に
は
多
く
な
っ
て
さ
え
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
表
一
を
参
照
す
る
と
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
で
は
ほ
と
と
ぎ

す
を
待
望
し
た
り
賛
美
す
る
歌
が
多
い
の
に
対
し
、『
古
今
和
歌
集
』

で
は
悲
哀
や
憂
愁
、
厭
世
感
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
も
、『
古
今
和
歌
集
』

夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
悲
し
み
の
象
徴
と
い
う
側
面
を
強
く
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

     

 

②
『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
花
橘
、
卯
の
花
と
の
組
み
合
わ
せ

が
同
等
数
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
花

橘
と
の
組
み
合
わ
せ
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
点 

『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
け
る
花

と
ほ
と
と
ぎ
す
の
組
み
合
わ
せ
の
内
訳
は
、
表
二
に
載
せ
た
。
そ
れ

を
参
照
す
る
と
、『
万
葉
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
、
花
橘
（
橘
も
含
む
、
以
下
同
じ
）
が
十
三
首
、
卯
の
花
が

十
一
首
、
藤
波
と
あ
や
め
が
二
首
ず
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。 

 
 

表一

  
待
望
賞
美 

悲
哀
憂
愁
厭
世
感 

万葉集（巻第八） 16 8 

万葉集（巻第十） 14 3 

新撰万葉集 0 9 

古今和歌集 7 12 

後撰和歌集 9 14 

拾遺和歌集 17 5 

※後藤幸良「古代の夏の季節感―

和歌集夏部のホトトギス詠を手

がかりに―」（7）より一部引用。

なお、作品名については表記を

改めた。 



− 26 −− 27 − - 26 - 
 

ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
花
橘
が
三
首
、
卯
の
花
が
一
首
、
藤

波
が
一
首
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
よ
り
、『
万
葉
集
』
で
は
卯
の
花

と
花
橘
が
そ
れ
ぞ
れ
同
等
数
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
古
今
和
歌

集
』
で
は
花
橘
と
の
組
み
合
わ
せ
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
以
下
で
は
、
(i)
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
、
(ii)
花
橘
と
ほ
と

と
ぎ
す
の
歌
の
順
に
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
検
討
し
て

い
く
。 

 

(i) 

卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌 

ま
ず
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
を
検
討
す
る
。
卯
の
花
は
、『
万
葉
集
』

全
体
で
は
二
十
四
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
八
首
が
ほ
と
と
ぎ
す
と
詠

ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
卯
の
花
は
ほ
と
と
ぎ
す
と
共
に
詠
ま
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
な
か
で
、『
万
葉
集
』
巻
第

八
・
十
に
お
け
る
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
は
十
一
首
確
認
で
き

た
（
歌
番
号
は
表
二
に
記
載
、
相
違
点
②
に
つ
い
て
は
以
下
同
じ
）
。

そ
の
一
部
を
挙
げ
る
と
、 

大
伴
家
持
が
霍
公
鳥
の
歌
一
首 

一
四
七
七

卯
の
花
も 

い
ま
だ
咲
か
ね
ば 

ほ
と
と
ぎ
す 

佐

保
の
山
辺
に 

来
鳴
き
と
よ
も
す 

一
九
四
二

ほ
と
と
ぎ
す 

鳴
く
声
聞
く
や 

卯
の
花
の 

咲
き

散
る
岡
に 

葛
引
く
娘
子 

あ
や
め
草

藤
波

卯
の
花

花
橘

（
橘
を
含
む
）

『万葉集』

巻第八・十

計一〇五首

1490・1955 
 
 
 

    (1.9%) 

1944・1991  

 

 

 

   (1.9%) 

1472・1477・1482・ 

1491・1501・1942・ 

1945・1953・1957・ 

1963・1976 
       (10.5%) 

1473・1481・1483・ 

1486・1493・1507・ 

1509・1950・1954・ 

1958・1968・1978・ 

1980   (12.4%) 

『古今和歌集』

夏歌

計三十四首

  
135 
 
    (2.9%) 

164 
 
        (2.9%) 

(139)・141・155 
 
        (8.8%) 

表二 『万葉集』巻第八・十と『古今和歌集』夏歌における花とほととぎすの組み合わせの内訳
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一
九
五
七

卯
の
花
の 

散
ら
ま
く
惜
し
み 

ほ
と
と
ぎ
す 

野

に
出
で
山
に
入
り 

来
鳴
き
と
よ
も
す 

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
卯

の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
組
み
合
わ
せ
た
歌
は
、
夏
の
は
じ
ま
り
や
終

わ
り
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
一
四
七
七
は
卯
の
花
が
ま
だ
咲
い
て
い
な

い
の
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
や
っ
て
来
た
、
と
な
り
、
卯
の
花
が
咲
く

時
季
と
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
山
か
ら
や
っ
て
来
る
時
季
は
同
じ
と
い
う

認
識
の
も
と
で
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
一
九
五
七
の

ほ
と
と
ぎ
す
は
、
卯
の
花
が
散
る
夏
の
終
わ
り
に
、
残
念
が
っ
て
鳴

い
て
い
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
卯
の
花
が

咲
き
始
め
る
と
き
と
、
散
る
と
き
に
鳴
い
て
お
り
、
夏
の
は
じ
ま
り

や
終
わ
り
を
詠
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、
一
九
四
二
は
、
諸

注
で
ほ
と
と
ぎ
す
を
勧
農
の
鳥
と
解
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
夏
と
い

う
季
節
に
応
じ
た
詠
ま
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
他
の
歌
も
同
様
で

あ
り
、『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
夏
を
感
じ
さ
せ
る
鳥
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
例
外
が
一
例
あ
る
。
そ
れ
は
、 

小
治
田
朝
臣
広
耳
が
歌
一
首 

一
五
〇
一

ほ
と
と
ぎ
す 

鳴
く
尾
の
上
の 

卯
の
花
の 

憂
き

こ
と
あ
れ
や 

君
が
来
ま
さ
ぬ 

で
あ
り
、
こ
の
歌
の
卯
の
花
は
、「
卯
の
花
」
の
「
ウ
」
の
音
か
ら
「
憂

し
」
の
「
ウ
」
の
音
を
導
く
序
詞
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

一
五
〇
一
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
感
じ
さ
せ
る
鳥
で
は
な
く
、
悲
し

み
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

次
に
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
検
討
す
る
。『
古
今
和
歌
集
』
夏

歌
に
お
い
て
、
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
は
一
首
で
あ
る
。 

郭
公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

み
つ
ね 

一
六
四

ほ
と
と
ぎ
す
我
と
は
な
し
に
卯
の
花
の
憂
き
世
の
中

に
な
き
わ
た
る
ら
む 

一
六
四
の
歌
は
、
相
違
点
①
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ほ
と
と
ぎ
す

が
鳴
い
て
い
る
理
由
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の

卯
の
花
は
、『
万
葉
集
』
一
五
〇
一
と
同
様
に
、「
憂
き
」
を
導
く
序

詞
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
ほ
と
と
ぎ
す

は
つ
ら
く
て
鳴
い
て
い
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。 

以
上
、
卯
の
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
歌
の
比
較
よ
り
、『
万
葉
集
』
で
夏

を
感
じ
さ
せ
る
鳥
で
あ
っ
た
ほ
と
と
ぎ
す
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お

い
て
、
悲
し
み
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
(ii) 
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌 

ま
ず
、
『
万
葉
集
』
の
歌
を
検
討
す
る
。『
万
葉
集
』
巻
八
・
十
に

お
い
て
、
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
は
十
三
首
確
認
で
き
た
。
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ま
た
、
詠
ま
れ
方
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
目
は
、
ほ
と

と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
橘
の
花
を
散
ら
す
情
景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、

該
当
歌
は
六
首
あ
る
（
一
四
八
六
・
一
四
九
三
・
一
五
〇
七
・
一
五

〇
九
・
一
九
五
〇
・
一
九
五
四
）。
二
つ
目
は
、
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す

を
相
聞
の
形
で
結
び
つ
け
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
該
当
歌
は
七
首
あ

る
（
一
四
七
三
・
一
四
八
一
・
一
四
八
三
・
一
九
五
八
・
一
九
六
八
・

一
九
七
八
・
一
九
八
〇
）。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
。 

 

ま
ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
橘
の
花
を
散
ら
す
情
景
を
詠
ん

だ
歌
に
つ
い
て
は
、 

大
伴
村
上
の
橘
の
歌
一
首 

一
四
九
三

我
が
や
ど
の 

花
橘
を 
ほ
と
と
ぎ
す 

来
鳴
き
と

よ
め
て 

本
に
散
ら
し
つ 

一
九
五
〇

ほ
と
と
ぎ
す 

花
橘
の 

枝
に
居
て 
鳴
き
と
よ
も

せ
ば 

花
は
散
り
つ
つ 

一
九
五
四

ほ
と
と
ぎ
す 

来
居
も
鳴
か
ぬ
か 

我
が
や
ど
の 

花
橘
の 

地
に
散
ら
む
見
む 

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
の
振
動
で
花

び
ら
が
散
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
一
九

五
〇
は
鳴
き
声
で
花
び
ら
が
散
る
情
景
を
詠
ん
で
い
る
。
一
四
九
三

と
一
九
五
四
に
関
し
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
情
景
を
描
き
な
が
ら
、

散
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
た
り
、
散
る
様
子
を
見
た
い
と
思
う
な
ど
、

作
者
の
心
情
も
う
か
が
え
る
。
他
の
該
当
歌
も
同
様
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
橘
の
花
が
散
る
夏
の
終
わ
り
ご
ろ
を
想
起
さ
せ
る
詠
ま
れ
方
に

な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
花
橘
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
ほ
と
と
ぎ

す
も
、
夏
の
終
わ
り
を
想
起
さ
せ
る
鳥
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
、
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
相
聞
の
形
で
結
び
つ
け
て
詠
ん
だ

歌
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、 

大
宰
府
大
伴
卿
の
和
ふ
る
歌
一
首 

一
四
七
三

橘
の 

花
散
る
里
の 

ほ
と
と
ぎ
す 

片
恋
し
つ
つ 

鳴
く
日
し
そ
多
き 

一
九
五
八

橘
の 

林
を
植
ゑ
む 

ほ
と
と
ぎ
す 

常
に
冬
ま
で 

住
み
渡
る
が
ね 

な
ど
が
あ
る
。
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
で
、
「
花
橘
」
＝
「
女
」
、

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
＝
「
男
」
と
見
立
て
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
諸
注

で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
一
四
七
三
で
は
、「
橘
の 

花
散
る
里
」
を
亡

く
な
っ
た
妻
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」を
夫
で
あ
る
自
分
に
見
立
て
て
い
る
。

よ
っ
て
、
「
片
恋
し
つ
つ 

鳴
く
日
し
そ
多
き
」
は
作
者
で
あ
る
自
分

自
身
が
妻
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
こ
と
の
譬
え
に
な
る
。
一
九
五
八
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
ず
っ
と
冬
ま
で
住
み
続
け
る
よ
う
に
、
橘
を
植
え
て

お
こ
う
と
い
う
意
味
に
な
る
。
他
の
歌
も
、
歌
意
は
異
な
る
が
、
ほ

と
と
ぎ
す
が
庭
の
花
橘
を
愛
で
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
発
想
の
も
と
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に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
想
は
、
男

が
女
の
家
に
や
っ
て
く
る
こ
と
と
し
ば
し
ば
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
場
合
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
男
女

の
対
応
関
係
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

続
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
検
討
す
る
。
『
古
今
和
歌
集
』

夏
歌
に
お
い
て
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
以
下
の

三
首
が
確
認
で
き
た
。 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
三
九

五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ

す
る 題

し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
四
一

け
さ
来
鳴
き
い
ま
だ
旅
な
る
郭
公
花
橘
に
宿
は
か
ら

な
む 寛

平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

 

大
江

千
里 

一
五
五

や
ど
り
せ
し
花
橘
も
か
れ
な
く
に
な
ど
郭
公
声
た
え

ぬ
ら
む 

一
三
九
に
関
し
て
は
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、「
五
月
ま
つ
花
橘
」
は
諸
注
「
五
月
を
待
っ
て
咲
く
花

橘
」
と
解
し
、〈
片
桐
全
評
釈
〉
の
み
「
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
る
五
月
を

待
っ
て
咲
く
花
橘
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
歌
が

配
列
さ
れ
る
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
特
徴
と
、
一
三
七
・
一
三

八
、
及
び
一
四
〇
以
降
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
群
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
て
、〈
片
桐
全
評
釈
〉
の
説
に
従
っ
た
。
よ
っ
て
、
花
橘
と
ほ
と
と

ぎ
す
を
詠
ん
だ
歌
に
含
め
た
。 

こ
れ
ら
三
首
を
見
て
み
る
と
、
先
述
の
『
万
葉
集
』
の
歌
と
同
様

に
、
花
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
相
聞
の
形
で
結
び
つ
け
て
詠
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
傍
線
部
が
、
一
三
九
で
は
「
ほ
と

と
ぎ
す
が
来
る
五
月
を
待
っ
て
咲
く
花
橘
」
、
一
四
一
で
は
「
花
橘
に

宿
を
取
っ
て
ほ
し
い
」
、
一
五
五
で
は
「
宿
と
し
て
い
た
庭
の
花
橘
も

枯
れ
て
い
な
い
の
に
」
と
な
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
庭
の
花
橘
を
愛
で

て
や
っ
て
く
る
と
い
う
発
想
の
も
と
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
も
、
男
女
の
対
応

関
係
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
場
合
の
ほ
と
と
ぎ
す
に
は
、
作
者
の
心
情

を
反
映
す
る
役
割
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
四
一

と
一
五
五
の
二
重
傍
線
部
に
示
し
た
。
一
四
一
で
は
願
望
を
表
す
助

詞
「
な
む
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
一
五
五
で
は
疑
問
を
表
す
「
な
ど
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
首
に
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
に

対
し
て
「
花
橘
に
宿
を
取
っ
て
ほ
し
い
」「
ど
う
し
て
声
が
し
な
く
な

っ
た
の
か
」
と
い
う
作
者
の
心
情
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と

と
ぎ
す
は
、
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る
も
の
、
及
び
作
者
の
心
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情
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

ほ
と
と
ぎ
す
が
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
山
元
有
美
子
氏
（
８
）

は
、
橘
の
視
点
か
ら
同
様
の
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。
そ
の
分
析
方
法
と
し
て
、
山
元
氏
は
、
ま
ず
『
万
葉
集
』

に
お
け
る
橘
の
歌
七
十
五
首
（
七
十
七
例
）
を
、
そ
の
詠
ま
れ
方
ご

と
に
分
類
し
、
考
察
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
古
今

和
歌
集
』
に
お
け
る
橘
の
歌
五
首
の
詠
ま
れ
方
を
考
察
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
考
察
に
立
脚
す
れ
ば
、
古
今
集
に
お
け
る
橘

の
対
象
規
定
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
時
鳥
と
の
相
対
関
係
に
よ
る
対

象
規
定
を
、
択
一
し
て
継
承
し
、
充
足
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
、
認

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
察
し
て
い
る
。つ
ま
り
、『
万
葉
集
』

の
橘
は
様
々
な
詠
ま
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、『
古
今
和
歌

集
』
の
橘
は
ほ
と
と
ぎ
す
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
万
葉
以
来
の
伝
統
で
あ
る
時
鳥
と
橘
の
対
応

関
係
を
、
恋
慕
す
る
男
女
の
対
応
関
係
に
擬
定
す
る
こ
と
は
、
一
般

的
に
定
着
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。 

山
元
氏
の
意
見
を
踏
ま
え
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と

ぎ
す
が
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る
と
い
う
の
は
、『
万
葉
集
』
か

ら
の
継
承
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
も
う
一
方
の
、
作
者
の

心
情
を
反
映
す
る
こ
と
の
方
が
、『
古
今
和
歌
集
』
に
至
っ
て
強
く
表

れ
た
部
分
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

以
上
、
相
違
点
①
②
の
検
討
か
ら
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
の
ほ

と
と
ぎ
す
は
、
夏
の
は
じ
ま
り
や
終
わ
り
を
象
徴
し
た
り
、
男
女
の

対
応
関
係
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。一
方
で
、『
古
今
和
歌
集
』夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、

悲
し
み
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
（
９
）
、
ま
た
歌
に
よ
っ
て
は
、

作
者
の
心
情
を
詠
み
込
む
た
め
の
要
素
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
側
面
が
あ
る
と
考
え
る
。 

さ
ら
に
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
悲
し
み
の
象
徴
、

あ
る
い
は
作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
補
足
す

る
な
ら
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
は
「
私
の
悲
し
み
は
ほ
と
と
ぎ

す
以
上
だ
」
と
い
う
歌
意
の
歌
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体

的
に
は
、 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
四
九

声
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
郭
公
わ
が
衣
手
の
ひ
つ
を
か

ら
な
む 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
五
〇

あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
を
り
は
へ
て
誰
か
ま
さ
る
と
音

を
の
み
ぞ
鳴
く 

郭
公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

み
つ
ね 

一
六
四

ほ
と
と
ぎ
す
我
と
は
な
し
に
卯
の
花
の
憂
き
世
の
中

に
な
き
わ
た
る
ら
む 

で
あ
る
。
傍
線
部
が
、
一
四
九
は
「
自
分
の
涙
を
ほ
と
と
ぎ
す
に
貸
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し
て
悲
し
み
を
軽
減
し
て
も
ら
お
う
」
、
一
五
〇
が
「
自
分
の
悲
し
み

が
一
番
だ
と
鳴
く
が
、
私
は
そ
れ
以
上
だ
」
、
一
六
四
は
「
こ
の
私
で

は
な
い
の
に
」
と
な
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
悲
し
み
と
捉
え
な
が

ら
、
作
者
自
身
の
悲
し
み
も
詠
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
は

『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
の
ほ
と
と
ぎ
す
歌
か
ら
は
確
認
で
き
ず
、

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る

ほ
と
と
ぎ
す
の
詠
ま
れ
方
が
変
化
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
第
一

節
で
検
討
し
た
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
風
の
違
い
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
ほ
と

と
ぎ
す
が
花
橘
と
と
も
に
詠
ま
れ
、
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る

も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
一
面
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
ほ
と

と
ぎ
す
に
つ
い
て
は
「
夏
」
と
い
う
実
際
の
情
景
に
即
し
た
詠
ま
れ

方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
実
景
に
着
目

す
る
よ
り
も
、
そ
の
鳴
き
声
を
「
悲
し
い
も
の
」
と
解
釈
し
た
り
、

作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
た
り
す
る
傾
向
が
強
く
、
ほ
と
と
ぎ
す
が

観
念
的
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
以
上
、歌
風
の
変
化
と
、

ほ
と
と
ぎ
す
そ
の
も
の
の
詠
ま
れ
方
の
変
化
が
対
応
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
歌
風
の
変
化
は
そ
の
一
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
配
列
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す

第
一
節
、
第
二
節
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今
和
歌

集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
歌
を
比
較
し
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
素
材

は
継
承
し
て
い
る
が
そ
の
詠
ま
れ
方
が
異
な
る
こ
と
、
及
び
『
古
今

和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
悲
し
み
の
象
徴
と
し
て
の
側
面
を

強
く
持
ち
、
作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
歌
一
首
ず
つ
を
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
夏

歌
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
形
作
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。よ
っ
て
、本
節
で
は
、

夏
と
い
う
季
節
の
流
れ
を
配
列
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
の
か
、
及
び
そ
の
な
か
で
ほ
と
と
ぎ
す
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
二
点
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。
そ

し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
は
、
季
節
の
推
移
と
、
作
者
の
抱
え

る
悲
痛
な
心
情
な
ど
の
表
出
と
い
う
二
重
性
が
あ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す

は
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
配
列
に
お
け
る
歌
群
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
、
松
田
武
夫
氏

（
10
）

と
平
沢
竜
介
氏
（
11
）

の
論
を
参
考
に
し
た
。 

 
ま
ず
、
夏
歌
の
最
初
の
五
首
を
検
討
す
る
。 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
三
五

わ
が
屋
戸
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
山
郭
公
い
つ
か
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来
鳴
か
む 

こ
の
歌
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
な 

り 

卯
月
に
咲
け
る
桜
を
見
て
よ
め
る

紀

利
貞 

一
三
六

あ
は
れ
て
ふ
言
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に
お
く

れ
て
ひ
と
り
咲
く
ら
む 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
三
七

五
月
ま
つ
山
郭
公
う
ち
は
ぶ
き
今
も
鳴
か
な
む
去
年

の
ふ
る
こ
ゑ 

伊
勢 

一
三
八

五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
郭
公
ま
だ
し
き
ほ
ど
の

声
を
聞
か
ば
や 

読
人
し
ら
ず 

一
三
九

五
月
ま
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ

す
る 

こ
の
五
首
を
、
松
田
氏
は
四
月
の
歌
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
象
徴
す
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
詳
し
く
見
て
い
く
。 

一
三
五
は
春
の
花
で
あ
る
藤
が
咲
い
た
、
そ
し
て
夏
の
鳥
で
あ
る

ほ
と
と
ぎ
す
に
鳴
い
て
ほ
し
い
と
い
う
、
季
の
異
な
る
二
つ
の
こ
と

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
後
の
季
節
と
の
つ
な
が
り
を

ス
ム
ー
ズ
に
す
る
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
配
列
の
特
徴
の
現
れ

で
あ
り
、
例
え
ば
、
春
歌
上
の
は
じ
め
に
は
残
雪
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
三
五
は
春
を
「
藤
波
」、
夏
を
「
山
郭
公
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
象
徴
す
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
一
三
六
は
、
時
季
遅
れ
で
咲
い
た
、
陰
暦
夏
の
四
月
の

桜
を
詠
ん
で
お
り
、
夏
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
三
七
・
一
三
八
は
第
一
節
で
検
討
し
た
通
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
初

声
を
待
望
す
る
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
三
六
と
同
様
に
夏
の
到
来

を
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
り
、
こ
の
二
首
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
象
徴

す
る
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
三
九
の
「
五
月
ま
つ

花
橘
」
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
通
り
、〈
片
桐
全
評
釈
〉
の
「
ほ
と
と

ぎ
す
が
来
る
五
月
を
待
っ
て
咲
く
花
橘
」
と
い
う
解
釈
に
従
う
。
ま

た
、
歌
一
首
と
し
て
見
た
場
合
、
こ
こ
で
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
花
橘

と
と
も
に
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
配
列
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
歌
は
「
五
月
ま

つ
」
で
あ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
に
や
っ
て
く
る
鳥
と
し
て
捉
え
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
一
三
五
か
ら

一
三
九
の
歌
は
、「
鳴
く
前
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
の

ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
象
徴
す
る
鳥
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

 
次
に
、「
鳴
き
は
じ
め
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
四
首
に
つ
い
て
見
て

い
く
。 
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題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
四
〇

い
つ
の
ま
に
五
月
来
ぬ
ら
む
あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
今

ぞ
鳴
く
な
る 

一
四
一

け
さ
来
鳴
き
い
ま
だ
旅
な
る
郭
公
花
橘
に
宿
は
か
ら

な
む 音

羽
山
を
越
え
け
る
時
に
郭
公
の
鳴
く
を
聞
き
て

よ
め
る

  

紀

友
則 

一
四
二

音
羽
山
け
さ
こ
え
く
れ
ば
郭
公
こ
ず
ゑ
は
る
か
に
今

ぞ
鳴
く
な
る 

郭
公
の
は
じ
め
て
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

そ
せ
い 

一
四
三

郭
公
は
つ
こ
ゑ
聞
け
ば
あ
ぢ
き
な
く
主
さ
だ
ま
ら
ぬ

恋
せ
ら
る
は
た 

一
四
〇
は
「
山
郭
公
今
ぞ
鳴
く
な
る
」
と
あ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
く
声
に
よ
っ
て
五
月
が
来
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。

一
四
一
は
、「
花
橘
に
宿
を
借
り
て
ほ
し
い
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の

ほ
と
と
ぎ
す
は
、
第
二
節
に
お
い
て
男
女
の
対
応
関
係
を
表
象
す
る

も
の
と
し
て
検
討
し
た
。
し
か
し
、
一
三
九
と
同
様
、
前
後
の
配
列

及
び
「
け
さ
来
鳴
き
い
ま
だ
旅
な
る
郭
公
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え

る
と
、
山
か
ら
里
に
移
っ
て
き
た
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
、
夏
を
象
徴

す
る
鳥
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
四
二
は
、「
音
羽
山
で
ほ

と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
歌
で
、
松
田
氏
、
平
沢
氏
と
も

に
一
四
〇
の
結
句
「
今
ぞ
鳴
く
な
る
」
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
鳴
き

は
じ
め
の
ほ
と
と
ぎ
す
と
解
し
て
い
る
。
一
四
三
は
、
ほ
と
と
ぎ
す

の
「
は
つ
こ
ゑ
」
を
聞
く
と
人
恋
し
い
思
い
が
起
こ
る
と
詠
ん
で
お

り
、
こ
こ
で
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
鳥
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
声

に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
る
作
者
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
。
以
上

よ
り
、
一
四
〇
か
ら
一
四
三
は
、「
鳴
き
は
じ
め
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
を

詠
ん
で
お
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
を
象
徴
す
る
鳥
か
ら
、
作
者
の
心

情
を
反
映
さ
せ
る
も
の
へ
と
推
移
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

続
い
て
、「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
群
を
見
て
い
く
。
「
鳴
く
ほ

と
と
ぎ
す
」
の
歌
群
は
、
一
四
四
か
ら
一
六
四
ま
で
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
多
く
が
、「
悲
し
い
」「
昔
を
慕
う
」「
人
恋
し
い
」

な
ど
と
見
な
さ
れ
た
鳴
き
声
に
、
作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
歌
群
を
三
つ
に
分
け
て
検

討
す
る
。 

ま
ず
、
一
四
四
か
ら
一
五
二
ま
で
の
歌
を
見
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

撰
者
時
代
の
歌
人
で
あ
る
素
性
法
師
の
歌
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
、
六

歌
仙
時
代
の
歌
人
で
あ
る
三
国
町
の
歌
が
順
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。 

奈
良
の
石
上
寺
に
て
郭
公
の
鳴
く
を
よ
め
る

 

そ
せ
い

 
一
四
四

い
そ
の
か
み
ふ
る
き
都
の
時
鳥
声
ば
か
り
こ
そ
昔
な

り
け
れ 
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題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
四
五

夏
山
に
鳴
く
郭
公
心
あ
ら
ば
物
思
ふ
我
に
声
な
聞
か

せ
そ 

一
四
六

郭
公
鳴
く
声
き
け
ば
別
れ
に
し
故
里
さ
へ
ぞ
恋
し
か

り
け
る 

一
四
七

時
鳥
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ

ぬ
思
ふ
も
の
か
ら 

一
四
八

思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
時
鳥
韓
紅
の
ふ
り
い
で

て
ぞ
鳴
く 

一
四
九

声
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
郭
公
わ
が
衣
手
の
ひ
つ
を
か

ら
な
む 

一
五
〇

あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
を
り
は
へ
て
誰
か
ま
さ
る
と
音

を
の
み
ぞ
鳴
く 

一
五
一

い
ま
さ
ら
に
山
へ
帰
る
な
時
鳥
声
の
限
り
は
わ
が
屋

戸
に
な
け

 

三
国
町 

一
五
二

や
よ
や
待
て
山
郭
公
こ
と
つ
て
む
我
世
の
中
に
す
み

わ
び
ぬ
と
よ 

一
四
四
か
ら
一
四
六
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
よ
っ
て
懐
旧
の
情

や
憂
愁
の
情
が
湧
き
起
こ
る
と
い
う
歌
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
一
四
四
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
昔
を
思
い
起
こ
す
も

の
と
し
て
、
一
四
五
で
は
、
憂
愁
の
情
を
か
き
立
て
る
も
の
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。
一
四
六
も
、「
郭
公
鳴
く
声
き
け
ば
」
と
あ
る
よ
う

に
、
鳴
き
声
を
聞
い
て
、
な
じ
み
の
土
地
に
対
し
て
の
懐
旧
の
情
を

催
し
て
い
る
。 

一
四
七
か
ら
一
五
〇
に
か
け
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
他
者
や
作
者

自
身
へ
と
擬
人
化
し
、
作
者
の
心
情
を
詠
み
込
ん
だ
、
恋
歌
の
趣
が

強
い
歌
が
続
く
。
一
四
七
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
所
は
あ
ち
こ
ち

に
あ
る
の
で
、
恨
め
し
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。「
浮

気
な
男
」
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
た
ほ
と
と
ぎ
す
に
対
し
て
、「
な
ほ
う

と
ま
れ
ぬ
」
と
い
う
心
情
を
詠
ん
で
い
る
。
一
四
八
か
ら
一
五
〇
は
、

「
泣
い
て
い
る
作
者
」
と
「
悲
し
そ
う
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
重

ね
て
擬
人
化
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
一
四
九
は
、「
涙
を
ほ
と
と
ぎ

す
に
貸
し
て
、
自
分
の
苦
痛
を
軽
減
し
て
も
ら
お
う
」
と
詠
み
、
一

五
〇
は
「
私
の
悲
し
み
は
そ
れ
以
上
だ
」
と
詠
ん
で
い
る
。 

一
五
一
は
、山
へ
帰
る
ほ
と
と
ぎ
す
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
歌
、

一
五
二
は
、
山
へ
帰
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
言
伝
を
頼
む
と
い
う
歌
で
あ

り
、
鳴
き
声
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
と
ぎ
す
自
身
に
作
者
の
憂

愁
の
情
を
託
し
て
い
る
。ま
た
、山
へ
帰
っ
て
い
く
ほ
と
と
ぎ
す
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
季
節
が
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
時
間
の
推
移
が
う
か
が
え
る
。 

以
上
、
す
べ
て
「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
じ
、
そ
の
鳴
き
声
に

作
者
の
心
情
を
重
ね
て
い
る
歌
が
多
い
。
具
体
的
に
は
一
四
四
か
ら

一
四
六
ま
で
は
鳴
き
声
が
懐
旧
や
憂
愁
の
情
を
か
き
立
て
、
一
四
七
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か
ら
一
五
〇
に
か
け
て
は
擬
人
化
し
て
悲
し
み
を
抱
え
た
作
者
と
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
。
一
五
一
、
一
五
二
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
と
ぎ
す

を
擬
人
化
し
て
作
者
の
悲
痛
な
心
情
を
託
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加

え
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
季
節
の
推
移
を
表
す
役
割
を
も
担
っ
て

い
る
と
言
え
る
。 

 

次
に
、
一
五
三
か
ら
一
五
八
ま
で
の
歌
を
見
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
で
の
歌
が
並
ぶ
。 

寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌

紀

友
則 

一
五
三

五
月
雨
に
物
思
ひ
を
れ
ば
時
鳥
夜
深
く
鳴
き
て
い
づ

ち
行
く
ら
む 

一
五
四

夜
や
暗
き
道
や
ま
ど
へ
る
時
鳥
わ
が
宿
を
し
も
過
ぎ

が
て
に
鳴
く

 
大
江

千
里 

一
五
五

や
ど
り
せ
し
花
橘
も
か
れ
な
く
に
な
ど
郭
公
声
た
え

ぬ
ら
む 

つ
ら
ゆ
き 

一
五
六

夏
の
夜
の
臥
す
か
と
す
れ
ば
郭
公
鳴
く
ひ
と
声
に
あ

く
る
し
の
の
め 

壬
生

忠
岑 

一
五
七

暮
る
る
か
と
見
れ
ば
明
け
ぬ
る
夏
の
夜
を
あ
か
ず
と

や
鳴
く
山
郭
公 

紀

秋
岑 

一
五
八

夏
山
に
恋
し
き
人
や
い
り
に
け
む
声
ふ
り
た
て
て
な

く
郭
公 

一
五
三
は
、
物
思
い
を
し
て
い
る
作
者
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き

声
を
聞
い
て
、
さ
ら
に
悲
し
く
な
り
、
ど
こ
か
へ
さ
ま
よ
い
出
た
い

意
を
詠
じ
て
い
る
。
一
五
四
は
、
同
じ
「
夜
」
で
あ
る
が
、
自
分
の

庭
先
を
「
過
ぎ
が
て
に
鳴
く
」
ほ
と
と
ぎ
す
を
喜
ん
で
い
る
。
一
五

五
は
、
第
二
節
で
見
た
通
り
で
あ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
花
橘
の
も
と

に
や
っ
て
く
る
と
い
う
発
想
の
も
と
、
そ
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
な
い

の
は
な
ぜ
か
と
、
悲
し
み
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
な
ど
郭
公
声
た

え
ぬ
ら
む
」
と
あ
る
こ
と
で
、
一
五
一
や
一
五
二
か
ら
時
間
が
経
っ

た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
五
六
は
、
横
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
夜

が
明
け
た
と
い
う
歌
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
「
鳴
く
ひ
と
声
」
は
夏
の

夜
の
短
さ
を
表
し
て
い
る
。
一
五
七
で
は
、
そ
の
よ
う
な
短
夜
を
惜

し
ん
で
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
、
作
者
自
身
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、

一
五
八
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
擬
人
化
し
、
そ
の
声
が
恋
し
い
人
を
慕

っ
て
い
る
も
の
だ
と
詠
ん
で
い
る
。 

以
上
、
い
ず
れ
も
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
に
注
目
し
た
歌
が
並
ぶ
。

一
五
五
や
一
五
六
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
時
間
の
推
移
や
夏
の
夜
の

短
さ
を
表
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
鳴
き
声
に
作

者
の
心
情
を
重
ね
た
歌
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
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次
に
、
一
五
九
か
ら
一
六
四
ま
で
の
歌
を
見
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

読
人
し
ら
ず
の
歌
一
首
と
、
撰
者
時
代
の
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

 

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず 

一
五
九

去
年
の
夏
鳴
き
ふ
る
し
て
し
時
鳥
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か

声
の
か
は
ら
ぬ 

郭
公
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き 

一
六
〇

五
月
雨
の
空
も
と
ど
ろ
に
郭
公
な
に
を
憂
し
と
か
夜

た
だ
な
く
ら
む 

さ
ぶ
ら
ひ
に
て
、
を
の
こ
ど
も
の
酒
た
う
べ
け
る

に
、
召
し
て
、「
郭
公
待
つ
歌
よ
め
」
と
あ
り
け
れ

ば
、
よ
め
る

み
つ
ね 

一
六
一

郭
公
声
も
き
こ
え
ず
山
彦
は
外
に
鳴
く
音
を
こ
た
へ

や
は
せ
ぬ 

山
に
郭
公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

 
つ
ら
ゆ
き 

一
六
二

時
鳥
人
待
つ
山
に
鳴
く
な
れ
ば
我
う
ち
つ
け
に
恋
ひ

ま
さ
り
け
り 

は
や
く
住
み
け
る
所
に
て
、
時
鳥
の
鳴
き
け
る
を

聞
き
て
よ
め
る

た
だ
み
ね 

一
六
三

昔
へ
や
今
も
恋
し
き
郭
公
故
里
に
し
も
鳴
き
て
来
つ

ら
む 郭

公
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

み
つ
ね 

一
六
四

ほ
と
と
ぎ
す
我
と
は
な
し
に
卯
の
花
の
憂
き
世
の
中

に
な
き
わ
た
る
ら
む 

一
五
九
か
ら
一
六
四
に
か
け
て
も
、
そ
の
鳴
き
声
を
詠
ん
だ
歌
が

多
く
続
く
。
一
五
九
で
は
、「
鳴
き
ふ
る
し
て
し
時
鳥
」
と
あ
る
よ
う

に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
、
そ
の

声
を
聞
い
て
作
者
も
懐
旧
の
情
に
浸
っ
て
い
る
。
一
六
〇
で
は
、
そ

の
声
が
「
憂
し
」
と
認
識
さ
れ
、
鳴
き
渡
る
ほ
と
と
ぎ
す
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
一
六
一
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
待
望
す
る
歌
で
、
第
一

節
で
見
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
宴
席
歌
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
一
六
二
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
恋
心
が
ま
さ

っ
た
と
い
う
歌
で
あ
り
、
鳴
き
声
は
人
を
恋
し
が
る
も
の
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
一
六
三
で
は
、
そ
の
声
は
昔
を
懐
か
し
む
も
の
と
し

て
詠
ま
れ
、
昔
な
じ
み
の
土
地
に
来
て
懐
旧
の
思
い
に
浸
っ
て
い
る

作
者
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
六
四
も
同
様
に
、
悲
し
み
に
く

れ
る
作
者
と
、
つ
ら
い
と
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
そ

の
声
は
悲
痛
な
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。 

以
上
、
一
五
九
か
ら
一
六
四
に
か
け
て
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き

声
に
よ
っ
て
作
者
の
感
情
が
か
き
立
て
ら
れ
た
り
、
鳴
き
声
に
作
者

自
身
を
重
ね
る
と
い
う
趣
旨
の
歌
が
多
く
続
い
て
い
る
と
言
え
る
。 

 
続
い
て
、
一
六
五
か
ら
一
六
八
の
歌
を
見
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

六
歌
仙
時
代
の
歌
人
で
あ
る
僧
正
遍
照
の
歌
一
首
と
、
撰
者
時
代
の
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歌
が
三
首
並
ぶ
。
ま
た
、
松
田
氏
は
こ
の
四
首
を
、
六
月
の
歌
と
し

て
ま
と
め
て
い
る
。 蓮

の
露
を
見
て
よ
め
る

僧
正
遍
照 

一
六
五

蓮
葉
の
濁
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は
露
を
玉
と

あ
ざ
む
く 

月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
あ
か
つ
き
が
た
に

よ
め
る

ふ
か
や
ぶ 

一
六
六

夏
の
夜
は
ま
だ
よ
ひ
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ

こ
に
月
や
ど
る
ら
む 

隣
よ
り
、
常
夏
の
花
を
こ
ひ
に
お
こ
せ
た
り
け
れ

ば
、
惜
し
み
て
こ
の
歌
を
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

 

み
つ
ね 

一
六
七

塵
を
だ
に
す
ゑ
じ
と
ぞ
思
ふ
咲
き
し
よ
り
妹
と
わ
が

寝
る
と
こ
夏
の
花 

六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る 

一
六
八

夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
空
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず

し
き
風
や
吹
く
ら
む 

一
六
五
か
ら
一
六
八
の
四
首
は
、
夏
を
感
じ
さ
せ
る
景
物
を
詠
ん

で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
六
五
は
、「
蓮
の
葉
は
清
浄
な
心
を
持
っ

て
い
る
の
に
、
な
ぜ
露
を
玉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
人

を
欺
く
の
か
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
蓮
の
葉
の
露
の
美
し
さ
を
賞

賛
し
た
歌
で
あ
る
。
一
六
六
は
、
夏
の
夜
の
短
さ
を
、「
月
は
雲
の
ど

こ
に
宿
を
取
る
の
か
」
と
い
う
形
で
詠
ん
で
い
る
。
一
六
七
は
、「
愛

す
る
女
と
共
寝
を
す
る
床
と
い
う
名
を
持
つ
常
夏
は
、
塵
も
置
か
な

い
よ
う
に
大
切
に
育
て
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
と
こ
夏
の

花
」
と
い
う
花
の
名
が
、
夏
を
感
じ
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

一
六
八
は
、去
る
夏
と
来
る
秋
の
風
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。こ
れ
は
、

一
三
五
と
同
様
、『
古
今
和
歌
集
』
の
配
列
の
特
徴
で
あ
り
、
秋
の
到

来
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、こ
の
位
置
に
配
置
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
夏
歌
最
後
の
四
首
は
、
様
々
な
夏
の
景
物
を
詠
み
込
み
な

が
ら
、
夏
の
終
わ
り
を
予
感
さ
せ
る
と
と
も
に
、
秋
へ
と
つ
な
が
る

よ
う
に
並
ん
で
い
る
と
言
え
る
。 

 

以
上
、
四
月
の
歌
五
首
、「
鳴
き
は
じ
め
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
四

首
、「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
二
十
一
首
、
六
月
の
歌
四
首
に
つ
い

て
、
夏
と
い
う
季
節
の
流
れ
を
配
列
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
の
か
、
及
び
そ
の
な
か
で
ほ
と
と
ぎ
す
が
ど
の
よ
う
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
二
点
に
着
目
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。 

ま
ず
、
夏
と
い
う
季
節
の
流
れ
を
配
列
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
前

の
歌
（
四
月
の
歌
）
→
鳴
き
は
じ
め
の
歌
→
鳴
く
歌
→
鳴
き
終
わ
っ

た
歌
（
六
月
の
歌
）
と
い
う
配
列
に
よ
っ
て
季
の
流
れ
を
表
現
し
て

い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
の
有
無
が
夏
の

流
れ
の
指
標
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
配
列
に
お
い

て
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
夏
と
い
う
時
間
の
推
移
を
表
す
役
割
を
担
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
特
に
、
鳴
く
前
の
四
月
の
歌
と
鳴
き
は
じ
め
の
歌

に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
は
、
夏
を
象
徴
す
る
鳥
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
群
で
は
、
一
五
一
の

「
い
ま
さ
ら
に
山
へ
帰
る
な
時
鳥
」
、
一
五
五
の
「
な
ど
郭
公
声
た
え

ぬ
ら
む
」
な
ど
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
絶
え
つ
つ
あ
る
歌
を
配
置
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
歌
群
の
中
で
も
時
間
が
経
過
し
て
い
る

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夏
歌
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
軸
と

し
て
進
ん
で
い
る
。 

加
え
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
「
悲
し
い
」「
昔
を
慕
う
」「
人
恋
し
い
」

な
ど
と
見
な
さ
れ
た
鳴
き
声
に
、
作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ

す
に
、
作
者
の
心
情
を
詠
み
込
む
た
め
の
要
素
と
し
て
の
は
た
ら
き

が
あ
る
こ
と
は
、
第
二
節
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
配
列
も
踏
ま
え
て
見
て
み
る
と
、
一
四
三
及
び
「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ

す
」
の
歌
群
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
田
氏
も
「
鳴
く
郭
公
の
様
相
を
客
観
的

に
描
写
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
誘
発
さ
れ
る
恋
愛
と
か
厭
世

と
か
の
感
情
を
、
郭
公
を
擬
人
化
し
、
感
情
移
入
的
に
表
現
し
た
歌

が
多
か
つ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
洋
和
俊
氏
（
12
）

は
、『
古

今
和
歌
集
』
夏
歌
に
ど
の
よ
う
な
発
想
の
歌
が
連
続
し
て
配
列
さ
れ

て
い
る
か
を
検
討
し
、「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
群
で
は
「
深
い
悲

し
み
に
打
ち
沈
む
人
の
心
情
が
技
巧
的
表
現
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
底
に

潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
古
今
集
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
そ
の
よ
う

な
人
々
の
深
い
心
情
を
託
す
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
、
配
列
に
よ
っ

て
心
情
の
う
ね
り
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
考
え
を
踏
ま
え
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
「
鳴
く
ほ
と

と
ぎ
す
」
の
歌
群
で
は
、
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
み
な
が
ら
、
同
時

に
作
者
の
抱
え
る
悲
哀
な
ど
の
感
情
を
表
現
す
る
と
い
う
、
二
重
性

を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
配
列
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声

の
有
無
に
よ
っ
て
、
夏
と
い
う
季
の
流
れ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
鳴
き
声
を
悲
哀
や
懐
旧
の
情

と
し
て
捉
え
、
自
身
の
心
情
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
歌
も
多
く
見
ら

れ
た
。
こ
れ
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
至
っ
て
強
く
表
れ
て
き
た
ほ
と

と
ぎ
す
の
詠
ま
れ
方
で
あ
り
、そ
の
よ
う
な
歌
を
配
置
す
る
こ
と
で
、

も
の
悲
し
い
雰
囲
気
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
夏
歌
は
、

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
テ
ー
マ
を
含
ん
で
お
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
そ
の

両
方
を
表
現
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
。 

結

本
稿
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
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が
好
ん
で
選
ば
れ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
進
め
て
き
た
。 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十

の
夏
雑
歌
、
夏
相
聞
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
へ
の
素
材
継
承
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、『
万
葉
集
』
巻
第
八
・
十
と
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
「
ほ
と

と
ぎ
す
の
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
」
と
い
う
意
味
の
歌
を
比
較
し
た
結

果
、『
万
葉
集
』
で
は
実
際
の
情
景
に
即
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対

し
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
観
念
的
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
う
素
材
は
継
承
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
表
現
方
法
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
表
現
方
法
の
変
化
に
伴
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
そ
の
も
の
の

詠
ま
れ
方
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
『
万
葉
集
』
巻
第

八
・
十
と
『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
歌
を
比
較

す
る
と
、 

①
『
万
葉
集
』
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
し
な
い
こ
と
に
理

由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
理
由
を
見
出
す
歌
が
見
ら
れ

る
点 

②
『
万
葉
集
』
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
花
橘
、
卯
の
花
と
の
組
み
合
わ
せ

が
同
等
数
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
花

橘
と
の
組
み
合
わ
せ
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
点 

と
い
う
二
つ
の
相
違
点
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え

る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
は
悲
し
み
の
象
徴
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
作
者
の
心
情
を
詠
む
た
め
の
要
素
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
配
列
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く

前
の
歌
（
四
月
の
歌
）
→
鳴
き
は
じ
め
の
歌
→
鳴
く
歌
→
鳴
き
終
わ

っ
た
歌
（
六
月
の
歌
）
と
い
う
形
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
き
声
を
軸
に
し
て
時
間
の
推
移
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
ま
た
、
一
方
で
「
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
群
で
は
、
表
面

上
は
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
み
な
が
ら
も
、
そ
の
声
に
悲
哀
な
ど
の

作
者
の
心
情
を
反
映
さ
せ
た
歌
が
多
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
至
っ
て
強
く
表
れ
て
き
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
詠
ま

れ
方
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歌
を
通
し
て
も
の
悲
し
い
雰
囲
気
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
と
も
言
え
る
。『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
は
、
こ
れ
ら

二
つ
の
テ
ー
マ
を
有
し
て
お
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
そ
の
両
方
を
表
現

し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
て
、『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
に
お
い
て
、
ほ
と
と
ぎ

す
の
歌
が
好
ん
で
選
ば
れ
て
い
る
理
由
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
夏
の
時

間
の
推
移
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
擬
人
化
に
よ
っ
て
作
者
の
心
情
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
歌
こ
と
ば
で
あ
り
、
配
列
を
通
し
て
夏

歌
の
「
時
間
の
推
移
」
と
「
も
の
悲
し
い
雰
囲
気
」
を
併
せ
て
表
現

し
得
た
か
ら
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。 
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注

 
（
1
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
風
間
書
房 

昭
和
四
十

年
九
月  

（
2
）
大
野
妙
子
「
『
古
今
和
歌
集
』
夏
の
歌
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
』

第
四
十
五
巻
第
二
号 

昭
和
五
十
二
年
二
月
） 

（
3
）『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
編
集
委
員
会 

『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
初
版 

古

典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 

平
成
二
十
六
年
十
二
月 

（
4
）
佐
々
木
民
夫
「
万
葉
集
か
ら
古
今
集
へ
―
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
「
声
」
を

め
ぐ
っ
て
―
」（
盛
岡
短
期
大
学
研
究
報
告
（
家
政
・
保
育
・
共
通
編
） 

第
三
十
九
巻 

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
） 

（
5
）
内
藤
明
「
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
の
歌
風
の
特
色
」（
『
一
冊
の
講
座
』

編
集
部 

『
一
冊
の
講
座 

古
今
和
歌
集
』（
日
本
の
古
典
文
学
四
）
有
精

堂 

昭
和
六
十
二
年
二
月
） 

（
6
）
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
初
版 

角
川

書
店 

平
成
十
一
年
五
月 

（
7
）
後
藤
幸
良
「
古
代
の
夏
の
季
節
感
―
和
歌
集
夏
部
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠

を
手
が
か
り
に
―
」
（
『
相
模
女
子
大
学
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
』
第

七
十
巻
Ａ 

平
成
十
九
年
三
月
）  

（
8
）
山
元
有
美
子
「
万
葉
的
橘
と
古
今
的
橘
」
（
『
王
朝
―
遠
藤
嘉
基
博

士
古
稀
記
念
論
叢
』
王
朝
文
学
協
会 

洛
文
社 

昭
和
四
十
九
年
五
月
）  

（
9
）
漢
詩
の
世
界
で
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
は
悲
し
み
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ 

る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
具
体
的
に
は
、 

江
花
已
萎
絶 

遠
客
何
處
歸 

杜
鵑
聲
似
哭 

共
是
多
感
人 

（「
江
上
送
客
」『
白
氏
文
集
』
巻
第
十
一
） 

…
其
閒
旦
暮
聞
何
物 

杜
鵑
啼
哭
猿
哀
鳴
…    

 
 

（「
琵
琶
引
」
『
白
氏
文
集
』
巻
第
十
二
） 

      

…
溢
城
但
聴
山
魈
語 

巴
峽
唯
聞
杜
鵑
哭
…

 

（「
霓
裳
羽
衣
歌
」『
白
氏
文
集
』
巻
第
五
十
一
） 

な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
鳴
き
声
に
着
目
し
、
悲
痛

な
声
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

『
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
、
悲
し
み
の
象
徴
と
し
て
の
側

面
を
強
く
持
つ
に
至
っ
た
一
因
と
し
て
、
こ
う
し
た
漢
詩
の
影
響
も
考
え

ら
れ
る
。 

『
白
氏
文
集
』
は
新
釈
漢
文
大
系
よ
り
本
文
を
引
用
し
、
必
要
に
応
じ

て
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、
漢
字
の
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。 

（
10
）
注
（
1
）
に
同
じ
。
な
お
、
以
下
、
第
三
節
に
お
け
る
松
田
武
夫
氏

の
論
説
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
。 

（
11
）
平
沢
竜
介
『
古
今
歌
風
の
成
立
』
笠
間
書
院 

平
成
十
一
年
一
月

な

お
、
以
下
、
第
三
節
に
お
け
る
平
沢
竜
介
氏
の
論
説
に
つ
い
て
は
、
注

記
を
省
略
す
る
。 

（
12
）
大
洋
和
俊
「
喩
と
し
て
の
歌
こ
と
ば
表
現
―
古
今
集
夏
の
部
の
〈
ほ

と
と
ぎ
す
〉
及
び
そ
の
配
列
の
意
味
―
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
八
十
八

巻
第
十
二
号 

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
） 
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・『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、

必
要
に
応
じ
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傍
線
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
。 

・
新
編
国
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M

版
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集
』
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第
八
（
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四
六
五
～
一
五
一
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）
の
注
釈
は
以
下
を
参
照
し

た
。 

〈
注
釈
〉
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋

巻
第
八
』
中
央
公
論
社 

昭
和
三
十
六 

年
一
月  

〈
全
注
〉
井
手
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『
萬
葉
集
全
注

巻
第
八
』
有
斐
閣 

平
成
五
年
四
月  
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新
全
集
〉
新
編
日
本
古
典
文
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全
集
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小
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憲
之
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下
正
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野
治 

之
校
注
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訳
） 

小
学
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平
成
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四
月  
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新
大
系
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新
日
本
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典
文
学
大
系
（
佐
竹
昭
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・ 
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万
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集
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第
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五
）
の
注
釈
は
以
下
を
参
照
し

た
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〈
注
釈
〉
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋

巻
第
十
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中
央
公
論
社 

昭
和
三
十
七 

年
一
月 

〈
全
注
〉
阿
蘇
瑞
枝
『
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
』
有
斐
閣 

平
成
元
年
五
月  

〈
新
全
集
〉
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治 

之
校
注
・
訳
）
小
学
館 

平
成
七
年
十
二
月 

〈
新
大
系
〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・ 

大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
校
注
）
岩
波
書
店 

平
成
十
二
年
十
一
月 

・『
古
今
和
歌
集
』
の
注
釈
は
以
下
を
参
照
し
た
。 

〈
窪
田
評
釈
〉
窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
角
川
書
店 

昭
和
四
十
年
八 

月 

〈
松
田
新
釈
〉
松
田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』
風
間
書
房 

昭
和
四
十
三
年 

三
月 

〈
集
成
〉
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
奥
村
恒
哉
校
注
）
新
潮
社  

昭
和
五
十
三 

年
七
月 

〈
新
大
系
〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
）
岩
波 

書
店 

平
成
元
年
二
月 

〈
新
全
集
〉
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
・
訳
）  

小
学
館 

平
成
六
年
十
一
月  

〈
片
桐
全
評
釈
〉
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
講
談
社 

平
成
十
年
二 

月  

 

（
か
わ
む
ら
・
あ
か
ね

平
成
三
十
年
度
本
学
卒
業
生

 

奈
良
女
子
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
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