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凡　

例

一 

、
本
稿
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』所
載
の
和
歌
に
つ
い
て
、
考
証
の
結
果
、
出
典
の

見
出
せ
な
か
っ
た
歌
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
九
首
を

収
め
た
。

二 

、
歌
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
通
し
番
号
を
用
い
、
歌
題
を
（　

）
を
付
し

て
記
す
。

三
、
底
本
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
と
同
じ
く
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
と
す
る
。

四 

、
本
文
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一
す
る
。
踊
り
字
を
解
消
し
て
当
該
の
文
字

に
改
め
、
底
本
の
表
記
を
（　

）
に
入
れ
て
傍
記
す
る
。
ま
た
、
私
見
に
よ
っ
て

濁
点
を
付
す
。
さ
ら
に
、
送
り
仮
名
な
ど
、
底
本
に
な
い
文
字
を
補
っ
た
場
合
に

は
、
本
文
の
右
に
「
・
」
を
付
す
。
た
だ
し
、
漢
字
仮
名
の
区
別
は
底
本
の
ま
ま

と
す
る
。

五 

、
校
異
は
、
漢
字
・
仮
名
の
表
記
の
違
い
や
仮
名
遣
い
の
相
違
は
示
さ
ず
、
語
の

異
な
り
の
み
を
示
す
。
諸
本
と
そ
の
略
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

○
永
青
文
庫
蔵
北
岡
文
庫
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
永
）

　
　

○
島
原
図
書
館
蔵
肥
前
嶋
原
松
平
文
庫
本　
　
　
　
　
　

略
称
（
松
）

　
　

○
内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵
本　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
和
）

　
　

○
内
閣
文
庫
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
羅
）

　
　

○
神
宮
文
庫
蔵
林
崎
文
庫
旧
蔵
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
林
）

　
　

○
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
旧
蔵
本　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
宮
）

　
　

○
田
林
義
信
氏
旧
蔵
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
田
）

　
　

○
ノ
―
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
図
書
館
蔵
黒
川
本　
　

略
称
（
黒
）

　
　

○
寛
文
九
年
版
本　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

略
称
（
寛
）

研
究
ノ
ー
ト

　
　
　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

福　

田　

智　

子

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、約
四
千
五
百
首
の
歌
を
、二
十
五
項
目
、五
百
十
七
題
に
分
類
し
た
類
題
和
歌
集
で
あ
る
。
収
載
歌
に
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
集
』『
後
撰
集
』

な
ど
、
出
典
の
明
ら
か
な
歌
も
あ
る
一
方
、
現
在
で
は
出
典
未
詳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
歌
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
蝉
」
か
ら
「
鈴
虫
」
ま
で
の
題
に
配
さ
れ
て
い

る
出
典
未
詳
歌
、
九
首
に
つ
い
て
注
釈
を
施
す
。
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な
お
、
諸
本
本
文
は
、
主
と
し
て
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
・
紙
焼

き
資
料
に
拠
っ
た
が
、
次
の
三
本
に
つ
い
て
は
個
々
の
資
料
に
拠
っ
た
。

　
（
永
） 

細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
３
『
古
今
和
謌
六
帖
（
下
）』（
汲
古
書
院
、
昭
和

五
十
八
年
一
月
）
所
収
の
影
印

　
（
松
）
島
原
図
書
館
蔵
肥
前
島
原
松
平
文
庫
所
蔵
の
原
本
お
よ
び
紙
焼
き
資
料

　
（
寛
）
架
蔵
本

六 

、
他
出
に
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
歌
に
つ
い
て
、
歌
集

の
名
称（『
新
編
国
歌
大
観
』
の
目
次
に
拠
る
）、
巻
数
、
部
立
、
歌
番
号
、
歌
題
、

詞
書
、
作
者
名
、
歌
本
文
、
左
注
を
順
に
示
す
。

七 

、
考
察
中
の
和
歌
の
引
用
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』に
拠

る
。
引
用
形
式
は
、
原
則
と
し
て
、「
和
歌
本
文
」（
歌
集
名
・
部
立
・
歌
番
号
・

作
者
名
・
詞
書
）
と
す
る
。『
万
葉
集
』
の
番
号
は
、
新
・
旧
の
順
で
表
記
し
、

本
文
に
は
適
宜
漢
字
を
当
て
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
歌
集
名
に
底
本
の
名

称
を
冠
す
る
こ
と
も
あ
る
。

八 

、
巻
末
に
は
、
蝉
〜
鈴
虫
題
の
歌
（
三
九
七
二
〜
四
〇
〇
一
番
）
の
別
出
歌
一
覧

を
付
す
。

　
　

注
釈

三
九
七
二
（
せ
み
）

【
本
文
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
せ
い

　
　

 

秋
は
や
み
せ
み
の
鳴
き（

・
）

つ
つ（

ゝ
）な

げ
か
れ
ぬ
つ
れ
な
き
人
の
す
む
山
と
ほ
み

【
校
異
】
○
せ
み
の
鳴
つ
ゝ
―
蝉
の
きな

つ（
朱
）ゝ

（
宮
）

【
語
釈
】
○
秋
は
や
み　

漢
語
「
早
秋
」（
秋
の
初
め
。
陰
暦
七
月
。）
に
拠
る
表
現
。

﹇
考
察
﹈
参
照
。「
秋
」
は
「
飽
き
」
と
の
掛
詞
。「
飽
き
早
み
」
で
、
恋
人
に
早
く

も
飽
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
意
を
掛
け
る
。「
は
や
み
」
の
「
み
」
は
ミ
語
法
。　

○

鳴
き
つ
つ　
「
鳴
き
」
は
「
泣
き
」
を
掛
け
、
蝉
と
作
者
と
を
重
ね
る
。　

○
な
げ

か
れ
ぬ　
「
れ
」は
自
発
。　

○
つ
れ
な
き
人
の
す
む
山
と
ほ
み　
「
つ
れ
な
き
人
」は
、

私
に
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
る
人
。
私
に
冷
淡
な
人
。「
つ
れ
な
し
」
は
、
人
の
心
を

く
も
う
と
し
な
い
さ
ま
を
い
う
。「
と
ほ
み
」
の
「
み
」
は
、
初
句
と
同
じ
く
ミ
語
法
。

当
該
歌
は
、
一
首
の
中
に
ミ
語
法
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。

【
通
釈
】
秋
が
早
い
の
で
、
蝉
が
泣
く
よ
う
に
私
も
泣
き
な
が
ら
つ
い
嘆
い
て
し
ま

う
。早
く
も
私
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
冷
淡
な
あ
の
人
が
住
ん
で
い
る
山
が
遠
い
の
で
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

季
節
が
早
秋
で
あ
る
の
を
嘆
く
か
の
よ
う
に
鳴
く
蝉
に
、
恋
人
か
ら
早
く
も
飽
き

ら
れ
て
し
ま
っ
た
自
身
を
重
ね
、
遠
く
に
住
む
恋
人
を
思
っ
て
嘆
く
歌
で
あ
る
。
当

該
歌
の
上
句
の
表
現
と
発
想
は
、「
梁
蕭
子
雲
落
日
郡
西
齋
望
海
山
詩
曰
．
漁
舟
暮

出
浦
．
漢
女
採
蓮
帰
．
夕
雲
向
山
合
．
水
鳥
望
田
飛
．
蝉
鳴
早
秋
至
．
蕙
草
無
芳
菲
．

故
隠
天
山
北
．
夢
想
日
依
依
．」（『
芸
文
類
聚
』
第
二
十
八
卷
人
部
十
二
、
遊
覧
）

に
見
え
る
「
早
秋
」
の
「
蝉
」
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

初
句
「
秋
は
や
（
み
）」
は
、
和
歌
の
用
例
が
他
に
管
見
に
入
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

漢
語
「
早
秋
」
を
訓
読
し
た
稀
少
な
例
と
考
え
ら
れ
る
。「
早
秋
」
と
い
う
語
は
、

前
掲
『
芸
文
類
聚
』
の
他
、『
懐
風
藻
』
所
載
の
漢
詩
を
は
じ
め
、『
古
今
六
帖
』『
和

漢
朗
詠
集
』
の
題
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
飽
き
早
み
」
と
掛
け
る
と
い
う

意
図
の
も
と
に
生
ま
れ
た
和
歌
表
現
と
見
ら
れ
よ
う
。

　

秋
の
蝉
の
声
は
、「
秋
の
せ
み
さ
む
き
声
に
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
木
の
は
の
衣
を
風
や



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

一
四
（
73
）

ぬ
ぎ
つ
る
」（
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
一
一
二
・
左
）
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
外
れ

の
寒
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
世
中
を
な
に
に
た
と
へ
む
か
ぜ
さ
む
み
く

れ
ゆ
く
あ
き
の
う
つ
せ
み
の
こ
ゑ
」（
能
宣
集
・
二
四
七
・
よ
の
な
か
の
つ
ね
な
き

を
み
て
、
万
葉
集
の
な
か
な
る
沙
弥
満
誓
が
歌
を
も
と
に
て
、
し
も
の
く
を
く
は
へ

て
、
し
た
が
ふ
、
時
文
な
ど
し
て
よ
み
は
べ
り
し
）
で
は
、
世
の
無
常
の
喩
え
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
な
げ
か
れ
ぬ
」
の
例
は
『
古
今
集
』
に
見
ら
れ
、
つ
ら
い
世
の
中
を
詠
ん
だ
「
し

か
り
と
て
そ
む
か
れ
な
く
に
事
し
あ
れ
ば
ま
づ
な
げ
か
れ
ぬ
あ
な
う
世
中
」（
雑
下
・

九
三
六
・
小
野
た
か
む
ら
の
朝
臣
・
題
し
ら
ず
）
の
他
、「
…
…
し
ろ
た
へ
の　

衣

の
そ
で
に　

お
く
つ
ゆ
の　

け
な
ば
け
ぬ
べ
く　

お
も
へ
ど
も　

な
ほ
な
げ
か
れ
ぬ 

は
る
が
す
み　

よ
そ
に
も
人
に　

あ
は
む
と
お
も
へ
ば
」（
雑
下
・
一
〇
〇
一
・
よ

み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）
で
は
、
恋
人
に
逢
え
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
恋
心
を
詠
ん

だ
と
い
う
点
で
、
当
該
歌
は
後
者
の
例
に
通
じ
る
。

　
「
つ
れ
な
き
人
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
初
出
は
『
古
今
集
』
で
四
首
あ
り
、
続
い

て
『
後
撰
集
』
に
三
首
、『
拾
遺
集
』
に
五
首
見
ら
れ
る
。
八
代
集
中
、『
新
古
今
集
』

の
み
用
例
が
な
い
。『
古
今
六
帖
』
が
当
該
歌
の
作
者
と
す
る
素
性
の
歌
と
し
て
は
、

「
忘
草
な
に
を
か
た
ね
と
思
ひ
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
恋
五
・

八
〇
二
・
寛
平
御
時
御
屏
風
に
歌
か
か
せ
給
ひ
け
る
時
、
よ
み
て
か
き
け
る
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
「
山
と
ほ
み
」
の
例
は
、
同
じ
『
古
今
六
帖
』
に
「
は
つ
せ
め
と
お
も
ひ
た
つ
た

の
山
と
ほ
み
こ
ま
に
と
ど
め
て
を
る
す
べ
も
な
し
」（
第
二
・
一
四
三
四
・
て
ら
）
が

あ
る
も
の
の
、
用
例
は
少
な
い
が
、
当
該
歌
も
、
こ
の
六
帖
歌
同
様
の「
す
べ
な
し
」

と
い
う
状
況
を
詠
ん
で
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
九
七
六
（
せ
み
）

【
本
文
】

　
　

今
も
猶
わ
れ
て
ぞ
人
の
う
ら
め
し
き
か
る
さ
な
か
の
中
に
な
か
れ
て

【
校
異
】
○
う
ら
め
し
き
―
う
ら
め本

ノ
マ
ヽ

し
き
（
羅
）　

○
か
る
さ
な
か
の
―
か本

の
ま
ゝ

る
さ
な
か

の
（
松
）（
黒
）
か本

ノ
ま
ゝ

る
さ
な
か
の
（
寛
）

【
語
釈
】
○
わ
れ
て　

心
が
割
れ
砕
け
る
ほ
ど
激
し
く
。
ま
た
、（
恋
人
と
）
別
れ
て

の
意
を
掛
け
る
。　

○
う
ら
め
し
き　
「
う
ら
め
し
」
は
、
期
待
に
反
し
た
相
手
の

心
や
行
為
に
つ
い
て
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
に
対
す
る

不
満
や
嘆
き
が
心
中
に
わ
だ
か
ま
り
、
い
つ
か
心
を
晴
ら
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を

い
う
。　

○
か
る
さ
な
か
の　

未
詳
。
以
下
、
本
文
に
乱
れ
が
あ
る
。﹇
考
察
﹈参
照
。

　

○
中
に
な
か
れ
て　

蝉
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、「
な
か
れ
て
」
は
、「
鳴
か

れ
て
」「
泣
か
れ
て
」
の
掛
詞
で
あ
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。「
れ
」
は
自
発
。

【
通
釈
】
恋
人
と
別
れ
た
今
で
も
や
は
り
、
激
し
く
あ
の
人
を
恨
み
に
思
う
よ
。（
以

下
、
未
詳
。）

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

下
句
本
文
が
乱
れ
て
お
り
、
一
首
の
意
味
が
解
せ
な
い
。『
考
證
古
今
歌
六
帖
』

（
石
塚
龍
麿
稿
、
田
林
義
信
編
、
有
精
堂
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
）
は
、「
○
未
考　

此
歌
心
得
か
た
し
。
こ
ゝ
に
い
れ
る
こ
と
も
い
か
ゞ
。
蝉
の
歌
と
は
き
こ
え
ず
。」（
句

点
筆
者
）
と
記
す
。
確
か
に
、「
せ
み
」
あ
る
い
は
「
う
つ
せ
み
」
の
語
が
見
当
た

ら
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。
本
来
は
下
句
に
詠
ま
れ
て
い
た
か
。
た
だ
し
、
下
句
は

諸
本
同
一
で
あ
り
、
現
存
伝
本
の
ご
く
早
い
書
写
段
階
か
ら
の
乱
れ
で
あ
る
と
推
察

さ
れ
る
。

　

初
句
「
今
も
猶
」
は
、「
は
る
が
す
み
た
ち
に
し
も
の
を
い
ま
も
な
ほ
よ
し
の
の
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や
ま
に
ゆ
き
の
み
ぞ
ふ
る
」（
躬
恒
集
・
三
〇
九
）、「
む
か
し
み
し
わ
が
ふ
る
さ
と

は
い
ま
も
な
ほ
う
の
は
な
の
み
ぞ
め
に
は
み
え
け
る
」（
躬
恒
集
・
四
四
四
）、「
そ

ほ
づ
た
つ
山
田
の
い
け
は
い
ま
も
な
ほ
心
ふ
か
し
な
う
き
せ
は
あ
れ
ど
」（
古
今
六

帖
・
第
二
・
一
一
三
二
・
そ
ほ
づ
）
と
い
っ
た
用
例
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
以
前

と
変
わ
ら
ぬ
現
在
の
状
況
や
心
の
状
態
を
い
い
、
当
該
歌
で
は
、
第
二
句
・
第
三
句

の
「
わ
れ
て
ぞ
人
の
う
ら
め
し
き
」
と
い
う
心
情
を
指
す
。

　
「
わ
れ
て
」
は
、「
よ
ひ
の
ま
に
い
で
て
い
り
ぬ
る
み
か
月
の
わ
れ
て
物
思
ふ
こ
ろ

に
も
あ
る
か
な
」（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
五
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
い

と
ど
し
く
も
え
こ
そ
わ
た
れ
石
ば
し
の
な
か
よ
り
わ
れ
て
出
づ
る
お
も
ひ
は
」（
小

馬
命
婦
集
・
四
三
・
い
し
ば
し
に
す
む
を
と
こ
、
久
敷
く
き
こ
え
ね
ば
と
て
）
と
い

う
歌
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
通
常
は
、
心
が
砕
け
る
ほ
ど
激
し
い
心
情
を
、「
み

か
月
」
や
「
石
ば
し
」
な
ど
と
と
も
に
技
巧
的
に
詠
む
こ
と
が
多
い
。
当
該
歌
に
も
、

下
句
に
そ
れ
に
相
当
す
る
語
が
あ
っ
た
か
。
な
お
、『
百
人
一
首
』に
も
採
ら
れ
た「
せ

を
は
や
み
い
は
に
せ
か
る
る
た
き
が
は
の
わ
れ
て
も
す
ゑ
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ
」（
詞

花
集
・
恋
上
・
二
二
九
・
新
院
御
製
・
題
不
知
）
に
照
ら
し
て
、
当
該
歌
も
、「（
恋

人
に
）
別
れ
て
」
の
意
を
掛
け
た
と
見
た
。

　

な
お
、
人
に
対
す
る
「
う
ら
め
し
」
と
い
う
心
情
を
詠
ん
だ
歌
に
は
、「
う
ら
め

し
き
君
が
か
き
ね
の
卯
花
は
う
し
と
見
つ
つ
も
猶
た
の
む
か
な
」（
後
撰
集
・
夏
・

一
五
一
・
も
の
い
ひ
か
は
し
侍
り
け
る
人
の
つ
れ
な
く
侍
り
け
れ
ば
、
そ
の
家
の
か

き
ね
の
卯
花
を
を
り
て
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け
る
）、「
か
く
れ
ぬ
の
そ
こ
の
心
ぞ
う
ら

め
し
き
い
か
に
せ
よ
と
て
つ
れ
な
か
る
ら
ん
」（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
五
八
・
一
条
摂

政
・
侍
従
に
侍
り
け
る
時
、
む
ら
か
み
の
先
帝
の
御
め
の
と
に
、
し
の
び
て
物
の
の

た
う
び
け
る
に
つ
き
な
き
事
な
り
と
て
、
さ
ら
に
あ
は
ず
侍
り
け
れ
ば
）、「
命
だ

に
心
な
り
せ
ば
人
つ
ら
く
人
う
ら
め
し
き
よ
に
へ
ま
し
や
は
」（
和
泉
式
部
続
集
・

一
七
二
・
ひ
と
り
ご
と
に
）
他
が
あ
る
。

三
九
八
五
（
夏
む
し
）

【
本
文
】

　
　

も
ゆ
る
火
に
思
ひ
入
り
に
し
夏
む
し
は
な
に
し
か
さ
ら
に
と
び
か
へ
る
べ
き

【
校
異
】
○
夏
む
し
は
―
夏
虫
の
（
宮
）

【
語
釈
】
○
思
ひ
入
り
に
し　
「
思
ひ
入
る
」
は
、
思
い
つ
つ
中
に
入
る
意
と
、
一
途

に
思
い
詰
め
る
意
を
掛
け
る
。「
思
ひ
」の「
ひ
」に「
火
」を
掛
け
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
初
句
「
も
ゆ
る
火
に
」
の
「
火
」
を
同
音
で
響
か
せ
る
。　

○
夏
む
し　

夏
の
夜
、
灯
火
に
寄
っ
て
く
る
虫
。　

○
な
に
し
か　

副
詞
「
な
に
」
に
、
副
助
詞

「
し
」、
係
助
詞
「
か
」
が
付
い
た
も
の
。
理
由
や
目
的
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
示

す
る
。
ど
う
し
て
。
な
ぜ
。　

○
と
び
か
へ
る
べ
き　
「
と
び
か
へ
る
」
は
、
飛
ん

で
元
の
場
所
へ
立
ち
戻
る
意
。

【
通
釈
】
燃
え
る
火
だ
と
思
い
つ
つ
、
一
途
に
思
い
詰
め
て
飛
び
込
む
夏
虫
は
、
ど

う
し
て
今
さ
ら
元
の
場
所
に
戻
っ
て
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
戻
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。

【
他
出
】『
和
歌
童
蒙
抄
』
第
九
、
虫
部
、
八
三
三
番

　
　
　

  

虫

　
　

も
ゆ
る
ひ
に
お
も
ひ
い
り
に
し
な
つ
む
し
は
な
に
に
か
さ
ら
に
と
び
か
へ
る
べ
き

【
考
察
】

　

灯
火
に
向
か
っ
て
一
心
に
飛
び
込
む
夏
の
虫
は
、
身
を
焼
き
滅
ぼ
し
て
、
再
び

戻
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
夏
の
あ
り
ふ
れ
た
情
景
に
、
人
の
世
の
無

常
を
見
出
し
た
歌
で
あ
ろ
う
。

　
「
夏
む
し
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
初
出
は
『
古
今
集
』（
三
首
）
で
あ
る
が
、『
後



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

一
六
（
71
）

撰
集
』
に
四
首
採
ら
れ
た
の
が
最
多
で
あ
る
。「
夏
虫
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
す
こ

と
も
ひ
と
つ
思
ひ
に
よ
り
て
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
四
四
・
読
人
し
ら
ず
・

題
し
ら
ず
）、「
夏
虫
を
な
に
か
い
ひ
け
む
心
か
ら
我
も
思
ひ
に
も
え
ぬ
べ
ら
な
り
」

（
古
今
集
・
恋
二
・
六
〇
〇
・
み
つ
ね
・
題
し
ら
ず
）、「
夏
虫
の
身
を
た
き
す
て
て
玉

し
あ
ら
ば
我
と
ま
ね
ば
む
人
め
も
る
身
ぞ
」（
後
撰
集
・
夏
・
二
一
三
・
よ
み
人
も
・

題
し
ら
ず
）、「
夏
虫
の
し
る
し
る
迷
ふ
お
も
ひ
を
ば
こ
り
ぬ
か
な
し
と
た
れ
か
み
ざ

ら
ん
」（
後
撰
集
・
恋
五
・
九
六
八
・
伊
勢
・
返
し
）
と
い
う
よ
う
に
、
夏
部
の
歌
も

あ
る
が
、
圧
倒
的
に
恋
部
の
歌
が
多
い
。
灯
火
に
飛
び
込
ん
で
い
く
夏
虫
に
、
恋
に

身
を
焦
が
す
人
の
さ
ま
を
重
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
な
つ
む

し
の
こ
ひ
」
と
い
う
歌
題
で
行
わ
れ
た
『
陽
成
院
歌
合
』（
延
喜
十
二
年
夏
）
で
、

「
み
の
な
ら
む
こ
と
を
ば
し
ら
で
な
つ
む
し
の
い
か
な
る
こ
ひ
に
お
も
ひ
い
る
ら
む
」

（
一
四
・
右
）な
ど
、
二
十
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』解
題（
藤

岡
忠
美
氏
）
に
拠
れ
ば
、
こ
の
歌
題
は
特
異
な
も
の
で
、
前
掲
『
古
今
集
』
五
四
四

番
歌
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
古
今
・
後
撰
時
代
に
夏
虫
が
歌
語
と

し
て
定
着
す
る
上
で
、
こ
の
歌
合
の
存
在
は
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
も
ゆ
る
火
」
と
「
夏
む
し
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、「
も
ゆ
る
ひ
の

な
が
き
ち
ぎ
り
を
な
つ
む
し
の
い
か
に
せ
し
か
は
身
に
は
か
ふ
ら
ん
」（
能
宣
集
・

二
六
八
・
な
つ
む
し
）
が
あ
り
、
当
該
歌
と
表
現
上
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
能
宣
歌
は
、
一
連
の
歌
合
中
の
一
首
で
あ
る
が
、『
平
安
朝
歌
合
大
成
』（
萩
谷
朴

氏
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
五
月
）
で
は
、「
六
七　

某
年　

或
所
歌
合
」
と

し
て
掲
出
さ
れ
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
前
後
の
成
立
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
当
該
歌
も
同
一
文
化
圏
に
お
け
る
詠
作
か
。

　

能
宣
歌
と
の
緊
密
な
つ
な
が
り
は
、
第
四
句
の
検
討
か
ら
も
窺
え
る
。「
な
に
し

か
さ
ら
に
」
と
い
う
表
現
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
し
て
も
他
に
用
例
は
な
い
。

だ
が
、﹇
他
出
﹈
に
掲
出
し
た
『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
本
文
「
な
に
に
か
さ
ら
に
」
で

あ
れ
ば
、「
あ
な
う
ら
の
は
ち
す
に
き
み
が
や
ど
り
せ
ば
な
に
に
か
さ
ら
に
た
づ
ね

ま
ど
は
む
」（
能
宣
集
・
二
九
二
・
ま
た
か
へ
し
し
は
べ
る
）
の
一
例
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
稀
少
な
表
現
が
、
前
述
の
『
能
宣
集
』
に
の
み
存
す
る
こ
と
は
、

当
該
歌
が
能
宣
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
詠
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
と
び
か
へ
る
」
と
い
う
語
は
、
雁
や
鴬
な
ど
、
鳥
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
が
多

い
。
夏
の
虫
と
し
て
は
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』
七
八
番
の
短
連
歌
、「
わ
か
る
る
そ

ら
の
お
も
ひ
な
る
べ
し
」「
と
び
か
へ
る
ほ
た
る
ば
か
り
と
み
え
つ
る
は
」
に
わ
ず

か
に
蛍
の
例
が
見
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。

三
九
八
八
（
き
り
ぎ
り
す
）

【
本
文
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
せ
い

　
　

な
が
た
め
に
あ
ら
せ
る
や
ど
か
き
り
ぎ
り
す
よ
な
が
き
人
の
も
と
に
し
も
く
る

【
校
異
】
○
な
か
た
め
に
―
な
かそ
歟

た
め
に
（
和
）　

○
や
と
か
―
宿
そ
（
松
・
羅
・
田
）　

○
よ
な
か
き
―
よ
な
・か

き
（
林
）

【
語
釈
】
○
な
が
た
め
に　
「
な
（
汝
）」
は
対
称
代
名
詞
。
お
ま
え
、
あ
な
た
の
意
。

奈
良
時
代
に
は
最
も
一
般
的
で
、
特
に
和
歌
で
は
も
っ
ぱ
ら
使
用
す
る
。
敬
意
は

対
等
以
下
で
、
動
植
物
な
ど
人
間
以
外
の
も
の
に
呼
び
か
け
る
場
合
に
も
用
い
る
。

「
な
が
た
め
」
の
先
行
例
と
し
て
は
、「
磯
の
上
に
爪
木
折
り
焚
き
汝
が
た
め
と
我
が

潜
き
来
し
沖
つ
白
玉
」（
万
葉
集
・
巻
七
・
一
二
二
二
・
一
二
〇
三
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
の
傍
書
「
そ
歟
」
は
、
第
二
句
「
あ
ら
せ
る
や
と
か
」

の
句
末
最
終
文
字「
か
」に
付
す
べ
き
も
の
か
。　

○
あ
ら
せ
る　

動
詞「
荒
ら
す
」（
土

地
を
手
入
れ
し
な
い
ま
ま
放
っ
て
お
く
）
に
存
続
の
助
動
詞
「
り
」
が
接
続
し
た
も

の
。　

○
き
り
ぎ
り
す　

秋
を
代
表
す
る
虫
の
ひ
と
つ
。
現
在
の
こ
お
ろ
ぎ
の
こ
と
。
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（
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）

『
万
葉
集
』
の
「
蟋
蟀
」
は
、
現
代
の
新
訓
で
は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
と
読
む
が
、
平
安

期
の
訓
と
見
ら
れ
る
西
本
願
寺
本
で
は
「
き
り
ぎ
り
す
」
と
す
る
。　

○
よ
な
が
き

　
「
よ
な
が
し
」は
、
夜
の
間
が
長
い
、
夜
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
の
意
。「
よ
」は「
夜
」

と
「
世
」
と
の
掛
詞
。

【
通
釈
】
お
ま
え
の
た
め
に
手
入
れ
を
せ
ず
放
っ
て
お
い
た
家
の
庭
な
の
か
。
こ
お

ろ
ぎ
は
、
年
老
い
て
夜
を
長
く
感
じ
る
人
の
近
く
に
ば
か
り
寄
っ
て
来
る
よ
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　
「
わ
が
や
ど
を
あ
き
の
や
ぶ
と
し
あ
ら
せ
れ
ば
み
だ
れ
て
も
な
く
む
し
の
こ
ゑ
か

な
」（
秋
萩
集
・
三
五
）
と
い
う
歌
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
荒
れ
た
庭
に
は
、
秋

の
虫
が
集
ま
っ
て
鳴
く
。
当
該
歌
で
は
、
そ
の
た
め
に
わ
ざ
と
庭
の
手
入
れ
を
し
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
荒
廃
し
た
邸
で
秋
の
夜
長
を
も
て
あ
ま
す
老
人
に

寄
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
く
声
だ
け
が
近
く
で
響
く
。
人
の
訪

れ
は
絶
え
、
や
っ
て
く
る
の
は
き
り
ぎ
り
す
だ
け
と
い
う
わ
び
し
さ
を
、
聴
覚
的
に

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　
「
き
り
ぎ
り
す
」は
、「
影
草
の
生
ひ
た
る
や
ど
の
夕
影
に
鳴
く
蟋
蟀（
き
り
ぎ
り
す
）

は
聞
け
ど
飽
か
ぬ
か
も
」（
西
本
願
寺
本
万
葉
集
・
巻
十
・
二
一
六
三
・
二
一
五
九
）、「
草

深
み
蟋
（
き
り
ぎ
り
す
）
い
た
く
鳴
く
や
ど
に
萩
見
に
君
は
い
つ
か
来
ま
さ
む
」（
西

本
願
寺
本
万
葉
集
・
巻
十
・
二
二
七
五
・
二
二
七
一
）、「
秋
風
の
吹
き
く
る
よ
ひ
は
蛬

草
の
ね
ご
と
に
こ
ゑ
み
だ
れ
け
り
」（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
五
七
・
つ
ら
ゆ
き
・
題
し

ら
ず
）
と
い
う
歌
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
草
の
陰
で
鳴
く
。
当
該
歌
も
、
き
り
ぎ

り
す
が
、
手
入
れ
の
行
き
届
か
な
い
庭
の
、
生
い
茂
っ
た
草
の
も
と
で
鳴
き
声
を
響

か
せ
て
い
る
状
況
を
詠
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
歌
と
共
通
す
る
イ
メ
―
ジ
を
も
つ
。

　
「
よ
な
が
き
人
」
と
い
う
表
現
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
す
る
か
ぎ
り
他
例
を

見
な
い
。
だ
が
、「
よ
な
が
し
」
と
い
う
語
に
は
、「
な
よ
竹
の
よ
な
が
き
う
へ
に
は

つ
し
も
の
お
き
ゐ
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
」（
古
今
集
・
雑
下
・
九
九
三
・
ふ
ぢ
は

ら
の
た
だ
ふ
さ
・
寛
平
御
時
に
も
ろ
こ
し
の
は
う
官
に
め
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
に
、

東
宮
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
を
の
こ
ど
も
さ
け
た
う
べ
け
る
つ
い
で
に
よ
み
侍
り
け
る
）、

「
な
よ
竹
の
よ
な
が
き
秋
の
露
を
お
き
と
き
は
に
花
の
色
も
み
え
な
ん
」（
元
輔
集
・

一
四
八
・
小
一
条
の
右
お
と
ど
の
五
十
賀
し
侍
り
し
に
、
屏
風
ゑ
、
た
け
の
も
と
に

花
う
ゑ
た
り
）、「
な
よ
竹
の
よ
な
が
き
つ
ゑ
を
つ
き
て
こ
そ
や
ほ
万
代
の
秋
は
か
ぞ

へ
め
」（
兼
盛
集
・
七
〇
・
又
御
つ
ゑ
の
ふ
く
ろ
に
）
と
い
う
よ
う
に
、「
節
（
よ
）」

と
「
夜
」
と
を
掛
け
た
「
な
よ
竹
の
よ
な
が
き
」
と
い
う
類
型
表
現
を
見
出
す
。
そ

こ
で
当
該
歌
に
も
、「
よ
」が
掛
詞
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
こ
こ
で
は「
夜
」「
世
」

を
掛
け
た
と
見
た
。

　
「
き
り
ぎ
り
す
」
が
「
よ
な
が
き
人
の
も
と
に
し
も
く
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
る

で
き
り
ぎ
り
す
が
寄
っ
て
来
て
鳴
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
鳴
き
声
が
近
く
に

響
い
て
い
る
と
い
う
情
景
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
き
り
ぎ
り
す
の
声
が
近

く
で
聞
こ
え
る
と
い
う
発
想
は
、「
十
月
蟋
蟀
我
が
牀
下
に
入
る
」（
詩
経
・
豳
風
）

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
平
安
期
に
も
、「
床
に
は
嫌
ふ
短
脚
に
し
て
蛬
の
声
鬧

（
い
そ
が
は
）
し
き
こ
と
を
」（
和
漢
朗
詠
集
・
三
二
九
・
小
野
篁
）
と
い
っ
た
漢
詩

文
の
例
が
見
出
せ
る
。

　

結
句
の
「
…
…
に
し
も
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
平
安
期
に
お
い
て
は
、「
わ
が

や
ど
の
花
ふ
み
し
だ
く
と
り
う
た
む
の
は
な
け
れ
ば
や
こ
こ
に
し
も
く
る
」（
古
今

集
・
物
名
・
四
四
二
・
と
も
の
り
・
り
う
た
む
の
は
な
）
を
見
出
す
の
み
で
、『
新

編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
て
後
世
の
例
を
検
し
て
も
、
用
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

一
八
（
69
）

三
九
九
〇
（
き
り
ぎ
り
す
）

【
本
文
】

　
　

 
我
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
き
り
ぎ（

く
）り

す
ま
く
ら
つ
ど
へ
に
よ
も
す
が
ら
な
く

【
校
異
】
な
し

【
語
釈
】
○
ま
く
ら
つ
ど
へ　

枕
元
に
集
ま
る
こ
と
。

【
通
釈
】
私
と
同
じ
よ
う
に
も
の
悲
し
い
の
か
。
こ
お
ろ
ぎ
は
、
枕
元
に
集
ま
っ
て

一
晩
中
鳴
い
て
い
る
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

前
掲
の『
古
今
六
帖
』三
九
八
八
番
歌
と
同
じ
く
、「
十
月
蟋
蟀
我
が
牀
下
に
入
る
」

（
詩
経
・
豳
風
）
を
も
と
に
、
秋
の
夜
長
の
も
の
悲
し
さ
を
、
枕
元
で
鳴
く
き
り
ぎ

り
す
に
重
ね
た
歌
で
あ
る
。「
ま
く
ら
つ
ど
へ
」
と
い
う
語
は
珍
し
く
、〈
恵
慶
百
首
〉

の
「
秋
の
夜
の
ね
ざ
め
が
ち
な
る
山
ざ
と
は
ま
く
ら
つ
ど
へ
に
し
か
の
み
ぞ
な
く
」

（
恵
慶
集
・
二
三
四
・
秋
）
に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、「
き
り
ぎ
り
す
」
が
多
く

集
ま
っ
て
鳴
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
声
が
と
て
も
近
く
に
聞
こ
え
、
静
寂
の

中
に
響
い
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
一
語
は
効
果
的
に
表
現
し
て
い
よ
う
。

　
「
我
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
」
と
い
う
句
の
先
行
例
に
は
、
ま
ず
、『
古
今
集
』

の
「
わ
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
郭
公
時
ぞ
と
も
な
く
よ
た
だ
な
く
ら
む
」（
恋
一
・

五
七
八
・
と
し
ゆ
き
の
朝
臣
・
題
し
ら
ず
）
と
い
う
「
郭
公
」
を
詠
ん
だ
歌
が
挙
げ

ら
れ
る
。
当
該
歌
の
よ
う
な
秋
の
虫
を
詠
ん
だ
類
例
と
し
て
は
、
同
じ
く『
古
今
集
』

に
、「
秋
の
夜
の
あ
く
る
も
し
ら
ず
な
く
む
し
は
わ
が
ご
と
物
や
か
な
し
か
る
ら
む
」

（
秋
上
・
一
九
七
・
と
し
ゆ
き
の
朝
臣
・
こ
れ
さ
だ
の
み
こ
の
家
の
歌
合
の
う
た
）

が
あ
る
。
さ
ら
に
、『
後
撰
集
』
の
「
わ
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
き
り
ぎ
り
す
草

の
や
ど
り
に
こ
ゑ
た
え
ず
な
く
」（
秋
上
・
二
五
八
・
つ
ら
ゆ
き
・
題
し
ら
ず
）
は
、

当
該
歌
と
上
句
が
全
く
一
致
す
る
。

　

ま
た
、
結
句
「
よ
も
す
が
ら
な
く
」
も
、「
ゆ
ふ
さ
れ
ば
こ
ゑ
ふ
り
た
て
て
き
り

ぎ
り
す
つ
ゆ
を
さ
む
み
や
よ
も
す
が
ら
な
く
」（
保
明
親
王
帯
刀
陣
歌
合
・
三
・
よ

し
み
ね
の
ゆ
き
か
ら
・
蟋
蟀　

左
）
の
他
、「
わ
が
ご
と
く
も
の
お
も
ふ
べ
し
き
り

ぎ
り
す
ぬ
と
も
き
こ
え
で
よ
も
す
が
ら
な
く
」（
安
法
法
師
集
・
一
二
・
き
り
ぎ
り
す
）

と
い
う
歌
に
見
出
せ
る
。
い
ず
れ
も
「
き
り
ぎ
り
す
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
と
く

に
後
者
は
、
初
句
・
第
二
句
も
当
該
歌
に
酷
似
す
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
当
該
歌
は
、
上
句
と
結
句
の
類
型
表
現
の
間
に
、「
ま
く
ら
つ
ど

へ
」
と
い
う
稀
少
な
語
を
挟
み
込
ん
だ
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
恵
慶
や

安
法
の
歌
に
同
様
の
発
想
・
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
当
該
歌
と
こ
れ
ら

の
歌
と
は
、
同
じ
文
化
圏
で
詠
作
さ
れ
た
も
の
か
。

三
九
九
一
（
き
り
ぎ
り
す
）

【
本
文
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
せ
い

　
　

秋
か
ぜ
の
や
や（

ゝ
）ふ

き
し
け
ば
き
り
ぎ（

く
）り

す
う
く
も
よ
も
ぎ
の
や
ど
を
か
る
る（

ゝ
）か

【
校
異
】
○
う
く
も
―
・う

く
も（

和
）
うむ

へ
（
朱
）

く
も
（
宮
）
む
へ
も
（
寛
）　

○
か
る
ゝ
か
―
か

る
ら
めか

（
永
）
か
る
ゝら

し（
朱
）か（

宮
）
か
る
ら
め
（
田
）
か
る
ら
し
（
黒
・
寛
）

【
語
釈
】○
や
や　

あ
る
物
事
が
少
し
ず
つ
進
む
さ
ま
を
表
す
語
。
徐
々
に
。
次
第
に
。

だ
ん
だ
ん
。　

○
ふ
き
し
け
ば　
「
ふ
き
し
く
」
は
、
し
き
り
に
吹
く
、
盛
ん
に
吹

く
の
意
。　

○
よ
も
ぎ
の
や
ど　

蓬
が
生
い
茂
っ
た
宿
。
あ
ば
ら
屋
。　

○
か
る
る

か　
「
か
る
る
」
は
「
離か

る
」
で
、
離
れ
て
い
く
意
。「
枯
る
」
を
掛
け
る
。

【
通
釈
】
秋
風
が
だ
ん
だ
ん
と
し
き
り
に
吹
く
よ
う
に
な
る
と
、
こ
お
ろ
ぎ
は
、
つ

ら
く
思
い
な
が
ら
も
、
枯
れ
た
蓬
の
宿
を
離
れ
て
い
く
の
か
。

〻



文
化
情
報
学　

十
一
巻
一
号
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
）

一
九
（
68
）

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　
「
秋
風
や
よ
も
ぎ
の
や
ど
に
吹
き
ぬ
ら
ん
こ
ゑ
な
つ
か
し
く
鳴
く
き
り
ぎ
り
す
」

（
古
今
六
帖
・
第
六
・
三
九
五
八
・
よ
も
ぎ
）
と
い
う
歌
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
秋

風
が
吹
く
よ
う
に
な
る
と
、
蓬
の
宿
で
き
り
ぎ
り
す
が
鳴
く
。
そ
し
て
、
秋
が
深

ま
っ
て
い
く
と
、
蓬
は
枯
れ
、
き
り
ぎ
り
す
の
声
は
、
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
、

や
が
て
消
え
て
い
く
。
さ
て
は
、
き
り
ぎ
り
す
は
み
な
こ
こ
を
去
っ
て
い
っ
た
の
か

と
、
あ
ば
ら
屋
に
ひ
と
り
残
さ
れ
た
晩
秋
の
寂
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

当
該
歌
に
は
、
前
掲
『
古
今
六
帖
』
三
九
五
八
番
歌
の
後
日
談
の
趣
が
あ
る
。

詳
し
く
は
、「《
研
究
ノ
―
ト
》『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六

帖
（
11
）
酢
漿
草
〜
苔
―
」（『
社
会
科
学
』〈
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
〉
第

四
十
五
巻
第
一
・
二
号
、
二
〇
一
五
年
八
月
）
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

初
句
・
第
二
句
の
「
秋
か
ぜ
の
や
や
ふ
き
し
け
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
全
く
同
じ

例
が
、「
あ
き
風
の
や
や
ふ
き
し
け
ば
の
を
さ
む
み
わ
び
し
き
声
に
松
虫
ぞ
鳴
く
」

（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
六
一
・
つ
ら
ゆ
き
・
題
し
ら
ず
）
に
見
出
さ
れ
る
。
当
該
歌

と
同
様
に
、
秋
の
虫
の
声
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
後
撰
集
時
代
の
類
型
表
現
と
捉
え

得
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
き
り
ぎ
り
す
」
と
「
よ
も
ぎ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
先
の
『
古
今
六
帖
』

三
九
五
八
番
の
他
、
同
時
代
の
歌
と
し
て
は
、「
な
け
や
な
け
よ
も
ぎ
が
そ
ま
の
き

り
ぎ
り
す
く
れ
行
く
あ
き
は
げ
に
ぞ
か
な
し
き
」（
好
忠
集
・
二
四
二
・
八
月
を
は
り
）

も
挙
げ
ら
れ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
は
ご
く
初
期
の

用
例
と
見
ら
れ
る
。

三
九
九
二
（
ま
つ
む
し
）

【
本
文
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き
三
首

　
　

 

秋
の
の
の（

ゝ
）つ

ゆ
に
ぬ
れ
つ
つ（

ゝ
）た

れ
く
と
か
人
ま
つ
む
し
の
こ
こ（

ゝ
）ら

鳴
く（

・
）

ら
ん

【
校
異
】
○
つ
ら
ゆ
き
三
首
―
貫
之
（
林
）　

○
ぬ
れ
つ
ゝ
た
れ
く
―
ぬ
れつ

ゝた
るれ

く（
朱
）人と

か
（
宮
）

【
語
釈
】
○
秋　
「
秋
」
と
「
飽
き
」
と
の
掛
詞
。　

○
つ
ゆ
に
ぬ
れ
つ
つ　
「
つ
ゆ
」

は
涙
の
比
喩
。
泣
い
て
い
る
さ
ま
を
暗
示
す
る
。「
風カ

ゼ
サ
ム寒

美ミ　

鳴ナ
ク
マ
ツ
ム
シ

秋
虫
之ノ　

涙ナ
ミ
ダ
コ
ソ

許
曾 

草ク
サ
バ
ノ
ウ
ヘ
ニ

葉
之
上
丹　

露ツ
ユ
ヲ
オ
ク
ラ
メ

緒
置
良
咩
」（
新
撰
万
葉
集
・
三
五
五
）。　

○
こ
こ
ら　

程
度
の

は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
た
い
そ
う
。　

○
人
ま
つ
む
し　

松
虫
は
、
秋
を
代
表
す
る

虫
の
一
つ
。「（
人
）
待
つ
」
と
「
松
（
虫
）」
と
を
掛
け
る
。

【
通
釈
】
秋
の
野
の
露
に
濡
れ
な
が
ら
、
い
っ
た
い
誰
が
来
る
と
い
う
の
で
、
人
を

待
つ
松
虫
は
、
激
し
く
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
恋
人
に
飽
き
ら
れ
て
泣
き
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
誰
が
通
っ
て
来
る
と
い
う
の
で
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。）

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

人
を
「
待
つ
」
と
い
う
名
の
「
松
虫
」
が
、
訪
れ
る
あ
て
の
な
い
人
を
待
っ
て
鳴

く
の
を
哀
れ
ん
だ
歌
で
あ
る
。
松
虫
に
は
、「
誰
そ
彼
と
我
を
な
問
ひ
そ
九
月
の
露

に
濡
れ
つ
つ
君
待
つ
我
を
」（
万
葉
集
・
巻
十
・
二
二
四
四
・
二
二
四
〇
）
と
い
っ
た

歌
に
見
ら
れ
る
、
恋
人
の
訪
れ
を
待
つ
女
性
の
イ
メ
―
ジ
が
重
な
る
。

　
「
人
ま
つ
む
し
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
初
出
は
『
古
今
集
』
で
あ
る
。「
あ
き
の
の

に
人
松
虫
の
こ
ゑ
す
な
り
我
か
と
ゆ
き
て
い
ざ
と
ぶ
ら
は
む
」（
秋
上
・
二
〇
二
・

よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
八
代
集
に
お
い

て
も
、「
契
り
け
ん
程
や
過
ぎ
ぬ
る
秋
の
の
に
人
松
虫
の
声
の
た
え
せ
ぬ
」（
拾
遺

集
・
秋
・
一
八
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
と
ふ
人
も
今
は
あ
ら
し
の



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

二
〇
（
67
）

山
か
ぜ
に
人
松
虫
の
こ
ゑ
ぞ
か
な
し
き
」（
拾
遺
集
・
秋
・
二
〇
五
・
よ
み
人
し
ら

ず
・
題
し
ら
ず
）
の
二
首
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
歌
集
で
も
、「
ゆ
ふ

さ
れ
ば
人
ま
つ
虫
の
な
く
な
へ
に
ひ
と
り
あ
る
身
ぞ
恋
ひ
ま
さ
り
け
る
」（
貫
之
集
・

六
四
五
）、「
な
が
き
よ
に
た
れ
た
の
め
け
む
を
み
な
へ
し
ひ
と
ま
つ
む
し
の
え
だ
ご

と
に
な
く
」（
亭
子
院
女
郎
花
合
・
一
二
・
右
）
な
ど
、
用
例
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
掛
詞
と
し
て
の
用
法
に
特
化
さ
れ
た
歌
語
だ
っ
た
た
め
に
、
表
現
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
ま
つ
む
し
」
と
「
つ
ゆ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、﹇
語
釈
﹈
に
挙
げ
た
『
新
撰
万

葉
集
』
三
五
五
番
の
他
、「
白
露
を
草
葉
に
お
き
て
秋
の
よ
を
声
も
す
が
ら
に
あ
く

る
ま
つ
む
し
」（
海
人
手
古
良
集
・
二
四
・
秋
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
秋
の
景
物
と
し
て
、

松
虫
と
露
と
は
自
然
な
組
み
合
わ
せ
だ
が
、
松
虫
に
「
待
つ
」
を
掛
け
、
露
を
涙
の

比
喩
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
秋
の
情
景
の
背
後
に
、
待
つ
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
揺
曳

す
る
。

　
「
こ
こ
ら
鳴
く
ら
ん
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
用
例
は
、『
古
今
集
』
に
二
例
、『
後

撰
集
』
に
一
例
存
す
る
。
こ
の
う
ち
、「
ま
つ
む
し
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
は
、「
も

み
ぢ
ば
の
ち
り
て
つ
も
れ
る
わ
が
や
ど
に
誰
を
松
虫
こ
こ
ら
な
く
ら
む
」（
古
今
集
・

秋
上
・
二
〇
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
秋
の
の
に
き
や
ど
る
人
も
お
も

ほ
え
ず
た
れ
を
松
虫
こ
こ
ら
な
く
ら
ん
」（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
六
〇
・
つ
ら
ゆ
き
・

題
し
ら
ず
）
の
二
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
系
譜
に
、
当
該
歌
も
位
置
付
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
「
誰
を
松
虫
」

と
い
う
表
現
を
と
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
ま
た
類
型
表
現
を
見
出
す
。「
誰
（
を
）

松
虫
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
用
例
は
、『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
に
限
ら
れ
て
お
り
、

当
該
歌
の
「
人
ま
つ
む
し
」
の
例
と
同
じ
く
、
用
例
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
平
安

中
期
ま
で
に
詠
ま
れ
た
歌
と
見
ら
れ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

三
九
九
六
（
ま
つ
む
し
）

【
本
文
】

　
　

 

た
き
つ
せ
の
中
に
玉
つ
む
し
ら
な
み
は
な
が
る
る（

ゝ
）み

を
を（

ゝ
）を（
お
）に

や
ぬ
く
ら
ん

【
校
異
】
な
し

【
語
釈
】
○
た
き
つ
せ　

激
し
い
流
れ
の
川
。
滝
の
急
流
。　

○
玉
つ
む
し
ら
な
み

は　
「
玉
つ
む
」
は
、「
玉
集つ

む
」
で
、
白
玉
（
真
珠
）
を
集
め
る
意
。「
玉
」
は
、

水
の
泡
の
見
立
て
。「
ま
つ
む
し
」
を
隠
す
。　

○
み
を　

水
緒
の
意
。
澪
。
水
脈
。

水
の
流
れ
る
筋
。　

○
を
に
や
ぬ
く
ら
ん　
「
を
に
ぬ
く
」
は
、「
緒
に
抜
く
」
で
、

糸
で
貫
き
留
め
る
意
。

【
通
釈
】
激
流
の
中
に
、
真
珠
を
集
め
て
い
る
白
波
は
、
水
流
の
筋
を
糸
と
し
て
、

貫
き
留
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
他
出
】『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
七
物
名
、
三
六
九
番

　
　
　
　

松
む
し

　
　

た
き
つ
せ
の
な
か
に
た
ま
つ
む
し
ら
な
み
は
流
る
る
水
を
を
に
ぞ
ぬ
き
け
る

【
考
察
】

　

第
二
句
か
ら
第
三
句
に
か
け
て
、「
玉
つ
む
し
ら
な
み
」
に
「
ま
つ
む
し
」
を
隠

す
物
名
の
歌
で
あ
る
。『
拾
遺
集
』
で
は
、
第
四
句
を
「
流
る
る
水
を
」
と
す
る
。『
古

今
集
』
の
物
名
歌
、「
浪
の
う
つ
せ
み
れ
ば
た
ま
ぞ
み
だ
れ
け
る
ひ
ろ
は
ば
そ
で
に

は
か
な
か
ら
む
や
」（
四
二
四
・
在
原
し
げ
は
る
・
う
つ
せ
み
）を
念
頭
に
置
い
た
作
か
。

　
「
た
き
つ
せ
」
と
「
玉
」
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、「
滝
つ
瀬
の
も
の
に
ぞ
有
り
け
る

白
玉
は
く
る
た
び
ご
と
に
み
ぬ
時
ぞ
な
き
」（
貫
之
集
・
四
六
・
延
長
六
年
中
宮
の

御
屏
風
の
う
た
四
首
、
右
近
権
中
将
う
け
給
は
り
て
）、「
た
き
つ
せ
も
う
き
事
あ
れ
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二
一
（
66
）

や
わ
が
袖
の
涙
に
に
つ
つ
お
つ
る
白
玉
」（
貫
之
集
・
三
〇
九
・
延
喜
の
末
よ
り
こ

な
た
延
長
七
年
よ
り
あ
な
た
、
う
ち
う
ち
の
仰
に
て
た
て
ま
つ
れ
る
御
屏
風
の
歌
廿

七
首
／
冬
）
と
い
う
よ
う
に
、
貫
之
の
屏
風
歌
に
見
ら
れ
、
屏
風
の
図
柄
と
し
て
も

定
着
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
本
来
は
、「
た
き
つ
せ
に
誰
白
玉
を
み
だ
り
け
ん

ひ
ろ
ふ
と
せ
し
に
袖
は
ひ
ち
に
き
」（
後
撰
集
・
雑
三
・
一
二
三
五
・
人
の
家
に
ま
か

り
た
り
け
る
に
、
や
り
水
に
た
き
い
と
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
て
つ
か
は

し
け
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
玉
は
乱
れ
散
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
当
該

歌
で
は
、
激
流
の
中
に
水
が
泡
立
っ
て
い
る
所
を
見
出
し
、
そ
の
理
由
を
、
水
脈
で

貫
き
留
め
て
い
る
の
か
と
推
察
し
た
。

　
「
玉
」
を
「
を
に
ぬ
く
」
と
い
う
表
現
は
、「
た
ま
と
の
み
つ
ゆ
の
み
ゆ
る
は
さ
さ

が
に
の
い
と
を
を
に
し
て
ぬ
け
ば
な
り
け
り
」（
東
院
前
栽
合
・
四
・
左　

つ
ゆ
）、

「
哀
て
ふ
こ
と
を
を
に
し
て
ぬ
く
玉
は
あ
は
で
年
ふ
る
涙
な
り
け
り
」（
貫
之
集
・

六
二
九
）
と
い
っ
た
古
今
集
時
代
の
用
例
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
な
が
る
る
み
を
」
の
例
と
し
て
は
、『
万
葉
集
』
に
「
泊
瀬
川
流
る
る
水

脈
の
瀬
を
早
み
ゐ
で
越
す
波
の
音
の
清
け
く
」（
巻
七
・
一
一
一
二
・
一
一
〇
八
）
が

あ
る
。
当
該
歌
と
同
様
、
激
流
の
水
脈
を
詠
ん
で
い
る
が
、
平
安
期
に
入
る
と
、「
せ

き
と
む
る
な
み
だ
い
づ
み
に
た
え
せ
ず
は
な
が
る
る
み
を
ぞ
と
ど
め
ざ
り
け
る
」（
伊

勢
集
・
二
九
三
・
人
の
な
が
さ
れ
け
る
と
き
）（
伊
勢
集
・
三
七
六
・
伊
づ
に
人
の

な
が
さ
れ
た
る
に
・
第
三
句
「
つ
き
せ
ね
ば
」）、「
な
み
だ
が
は
な
が
る
る
み
を
と

し
ら
ね
ば
や
そ
で
ば
か
り
を
ば
き
み
が
と
ふ
ら
む
」（
相
模
集
・
九
四
・
返
し
）
の

よ
う
に
、「
み
を
」
に
「
水
脈
」
と
「
身
を
」
と
を
掛
け
る
用
例
が
目
立
ち
、
当
該

歌
と
は
一
線
を
画
す
。

四
〇
〇
一
（
す
ず
む
し
）

【
本
文
】

　
　

 

か
り
に
き
て
野
辺
に
ぞ
ま
ど
ふ
す
ず（

ゝ
）む

し
の
声
は
さ
や
け
き
し
る
べ
な
れ
ど
も

【
校
異
】
な
し

【
語
釈
】
○
か
り
に
き
て　
「
か
り
」
は
「
狩
り
」
と
「
仮
り
」
と
を
掛
け
る
。　

○

す
ず
む
し
の
声　

鷹
狩
り
の
際
、
鷹
の
行
方
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
鷹
の
尾
羽

に
付
け
た
鈴
の
音
を
重
ね
る
。　

○
さ
や
け
き　
「
さ
や
け
し
」
は
、
声
が
は
っ
き

り
と
し
て
い
て
快
い
響
き
で
あ
る
意
。

【
通
釈
】
仮
初
め
に
鷹
狩
り
に
や
っ
て
来
た
野
辺
で
は
、
す
っ
か
り
道
に
迷
っ
て
し

ま
っ
た
。
鈴
虫
の
声
が
、（
鷹
狩
り
の
鷹
に
付
け
た
鈴
の
音
の
よ
う
に
）
は
っ
き
り

と
し
た
道
標
な
の
だ
が
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　
「
か
り
」（
狩
り
／
仮
り
）
と
い
う
常
套
の
掛
詞
を
用
い
な
が
ら
、
鈴
虫
の
声
を
鷹

狩
り
の
鷹
の
鈴
の
音
に
重
ね
た
と
こ
ろ
に
趣
向
の
あ
る
歌
で
あ
ろ
う
。
野
辺
で
道
に

迷
う
原
因
は
、
た
と
え
ば
、「
あ
き
ぎ
り
に
ゆ
く
へ
や
ま
ど
ふ
を
み
な
へ
し
は
か
な

く
の
べ
に
ひ
と
り
ほ
の
め
く
」（
亭
子
院
女
郎
花
合
・
三
二
・
す
す
ぐ
）
の
よ
う
に
、

霧
の
た
め
視
界
が
き
か
な
い
こ
と
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
該
歌
で
は
、
鈴

虫
の
音
を
、
鷹
狩
り
の
鷹
の
居
場
所
を
知
る
た
よ
り
で
あ
る
鈴
の
音
と
取
り
成
し

て
、
そ
れ
で
も
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
聴
覚
的
に
表
し
て
い
る
。『
古
今
六

帖
』
に
は
、「
か
り
に
と
て
野
べ
に
ぞ
き
つ
る
す
ず
虫
の
声
は
さ
や
け
き
し
る
べ
な

り
け
り
」（
第
二
・
一
二
〇
五
・
つ
ら
ゆ
き
・
こ
た
か
が
り
）
と
い
う
酷
似
し
た
歌
が

あ
り
、
異
伝
歌
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
、
鈴
虫
の
声
が
き
ち
ん
と
道
標
に

な
っ
て
お
り
、
歌
の
内
容
が
当
該
歌
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

二
二
（
65
）

　

鷹
と
鈴
と
の
結
び
付
き
に
着
目
し
て
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、「
は
し
た
か
の
す

ず
ろ
あ
る
き
に
あ
ら
ば
こ
そ
か
り
と
も
ひ
と
の
お
も
ひ
な
さ
れ
め
」（
清
正
集
・

二
一
・
返
し
）、「
か
り
に
て
も
す
ゑ
じ
と
ぞ
お
も
ふ
は
し
た
か
の
す
ず
ろ
な
る
な
を

た
ち
も
こ
そ
す
れ
」（
古
今
六
帖
・
第
二
・
一
一
八
〇
・
こ
た
か
）、「
空
に
た
つ
と

り
だ
に
み
え
ぬ
雪
も
よ
に
す
ず
ろ
に
た
か
を
す
ゑ
て
け
る
か
な
」（
和
泉
式
部
集
・

一
九
七
・
人
の
屏
風
の
歌
よ
ま
す
る
に
／
う
み
づ
ら
に
た
か
す
ゑ
た
る
た
び
人
、
ゆ

き
降
り
た
る
）
な
ど
、
鷹
と
「
す
ず
ろ
（
あ
る
き
／
な
り
）」
と
い
う
語
を
詠
み
込

ん
だ
歌
が
あ
る
。
ま
た
、「
な
に
は
い
へ
ど
た
か
に
も
つ
け
ぬ
す
ず
か
が
は
せ
ぜ
の

お
と
は
ぞ
さ
や
け
か
り
け
る
」（
忠
岑
集
・
七
八
・
い
せ
の
み
ち
の
す
ず
か
が
は
）、「
か

ず
な
ら
ぬ
み
は
は
し
た
か
の
す
ず
か
山
と
は
ぬ
に
な
に
の
お
と
を
か
は
せ
ん
」（
小

馬
命
婦
集
・
三
九
・
か
へ
し
）
と
い
っ
た
、
地
名
「
鈴
鹿
川
／
山
」
を
詠
む
例
も
見

出
せ
る
。
技
巧
に
拠
っ
た
用
法
が
目
立
つ
。

　

な
お
、
鷹
狩
り
と
鈴
虫
と
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
は
、「
み
か
り
す
る
人
や
こ
と
な

る
は
し
た
か
の
と
が
へ
る
の
べ
の
す
ず
む
し
の
こ
ゑ
」（
長
能
集
・
一
七
八
・
む
し
）

が
あ
る
。

附　

記

　

本
稿
は
、
同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
部
に
お
け
る
二
〇
一
二
年
度
お
よ
び

二
〇
一
四
年
度
春
学
期
の
授
業
「
文
献
講
読
」
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
内
容
の
一
部

で
あ
る
。
受
講
生
の
う
ち
、
近
藤
祐
輔
が
三
九
九
二
番
歌
に
つ
い
て
レ
ポ
―
ト
を
執

筆
し
、
そ
の
他
の
歌
の
原
稿
の
執
筆
お
よ
び
加
筆
修
正
を
、「
伝
統
文
化
形
成
に
関

す
る
総
合
デ
―
タ
ベ
―
ス
の
構
築
と
平
安
朝
文
学
の
伝
承
と
受
容
に
関
す
る
研
究
」

（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
18
期
研
究
会
第
17
研
究
、
お
よ
び
科
学
研
究
費

助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
２
５
３
３
０
４
０
３
、
い
ず
れ
も
平
成
25
〜

27
年
度
）
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
。

　

用
例
収
集
に
際
し
、『
新
編
国
歌
大
観
』CD

-RO
M

版V
er.2

と
と
も
に
、
竹
田

正
幸
氏
（
九
州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ
ム
情
報
科
学
研
究
院
）
作
成
の
文
字
列
解
析
器

〝e-CSA
 V
er.2.00

〞
を
使
用
し
た
。

　

最
後
に
、
資
料
を
御
提
供
く
だ
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
・
島
原
図
書
館
島
原
松
平

文
庫
・
国
文
学
研
究
資
料
館
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
別
出
歌
一
覧  

―
第
六
帖
、
3972
〜
4001
番
―

凡　

例

１ 

、『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
と
歌
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。
作
者
名
・
詞
書
・

左
注
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
歌
の
あ
と
に
（　

）
を
付
し
て
記
す
。

２ 

、
調
査
対
象
と
し
て
、『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
以
下
の
歌
集
を
選
択
す
る
。『
古
今
和
歌
六

帖
』
の
成
立
は
十
世
紀
後
半
と
想
定
さ
れ
る
が
、
出
典
と
し
て
は
、
や
や
後
世
の
作
品
ま

で
調
査
範
囲
を
設
定
し
て
い
る
。

　
　

第
一
巻　

１
古
今
和
歌
集 

〜
４
後
拾
遺
和
歌
集

　
　

第
二
巻　

１
万
葉
集 

〜
６
和
漢
朗
詠
集

　
　

第
三
巻　

１
人
丸
集 

〜
81
赤
染
衛
門
集 

　
　

第
五
巻　

 
１
民
部
卿
家
歌
合
〜
61
源
大
納
言
家
歌
合 

長
久
二
年
、
253
紀
師
匠
曲
水
宴
和

歌
〜
269
九
品
和
歌
、
281
歌
経
標
式（
真
本
）〜
285
新
撰
髄
脳
290
新
撰
和
歌
髄
脳
、
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二
三
（
64
）

347
古
事
記
〜
353
風
土
記
、
371
日
本
霊
異
記
、
372
三
宝
絵
、
389
土
左
日
記
〜
393

和
泉
式
部
日
記
、
414
竹
取
物
語
〜
420
落
窪
物
語

　
　

第
六
巻　

２
秋
萩
集
〜
５
麗
花
集

　
　

第
七
巻　

１
奈
良
帝
御
集
〜
36
肥
後
集

３
、 

別
出
歌
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
巻
数

－

通
し
番
号
を
付
し
た
歌
集
名
と
歌
番
号
で
示

す
。

　
〈
例
〉
３

－

19
貫
之
355
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
19
番
目
の
『
貫
之
集
』
355
番
歌

４
、 

別
出
本
文
に
異
同
の
あ
る
場
合
は
、
句
ご
と
に
﹇　

﹈
を
付
し
て
記
す
。
な
お
、
漢
字

と
仮
名
な
ど
、
表
記
上
の
相
違
は
指
摘
せ
ず
、
有
意
の
異
同
の
み
に
限
る
。

５
、 『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
歌
に
は
、
別
の
歌
集
の
歌
と
の
間
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
性
を

有
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま
別
出
歌
と
は
認
め
に
く
い
も
の
の
、
ま
っ
た
く
無
関
係

に
作
ら
れ
た
と
も
考
え
に
く
い
場
合
に
は
、<
参
考>

と
記
し
、
波
線
を
付
す
。

６
、 

特
定
の
別
出
歌
が
指
摘
で
き
な
い
場
合
や
、
十
一
世
紀
以
降
の
作
品
に
し
か
別
出
が
見

出
せ
な
い
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
出
典
未
詳
歌
と
し
て<

未
詳>
と
記
し
、
傍
線
を
付
す
。

　
　
　

別
出
歌
一
覧

　
　
　
　

せ
み

3972　

秋
は
や
み
せ
み
の
鳴
き
つ
つ
な
げ
か
れ
ぬ
つ
れ
な
き
人
の
す
む
山
と
ほ
み
（
そ
せ
い
）

　
　
　
〈
未
詳
〉

3973　

せ
み
の
こ
ゑ
聞
け
ば
か
な
し
な
夏
ご
ろ
も
う
す
く
や
人
の
な
ら
ん
と
す
ら
ん（
と
も
の
り
）

　
　
　

 

１

－

１
古
今
715
﹇
な
ら
む
と
思
へ
ば
﹈、
２

－

２
新
撰
万
43
﹇
な
ら
む
と
お
も
へ
ば
﹈、

２

－

３
新
撰
和
153
﹇
な
ら
ん
と
思
へ
ば
﹈、
３

－

11
友
則
34
﹇
な
ら
ん
と
お
も
へ
ば
﹈、

５

－

４
寛
平
后
41
﹇
な
ら
む
と
思
へ
ば
﹈

3974　

い
し
ば
し
る
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
せ
み
の
こ
ゑ
を
し
き
け
ば
宮
こ
お
も
ほ
ゆ

　
　
　

２

－
１
万
葉
3639
﹇
い
は
ば
し
る
﹈﹇
み
や
こ
し
お
も
ほ
ゆ
﹈

3975　

さ
く
は
な
は
と
し
に
か
へ
ね
ど
空
蝉
の
よ
の
た
め
し
に
も
ち
る
に
ざ
り
け
る
（
伊
勢
）

　
　
　

３
－

15
伊
勢
集
318
﹇
さ
く
ら
花
﹈﹇
よ
を
た
め
し
に
て
﹈

3976　

今
も
猶
わ
れ
て
ぞ
人
の
う
ら
め
し
き
か
る（

マ
マ
）

さ
な
か
の
中
に
な
か
れ
て

　
　
　
〈
未
詳
〉

3977　

う
つ
せ
み
の
む
な
し
き
か
ら
に
な
る
ま
で
に
わ
す
れ
ん
と
お
も
ふ
我
な
ら
な
く
に

　
　
　

１

－

２
後
撰
896
﹇
な
る
ま
で
も
﹈、
３

－

39
深
養
父
34
﹇
な
る
ま
で
も
﹈

3978　

あ
は
れ
て
ふ
人
は
な
く
と
も
う
つ
せ
み
の
か
ら
に
な
る
ま
で
な
か
ん
と
ぞ
お
も
ふ

　
　
　

３

－

13
忠
岑
23
、
７

－

６
忠
岑
13

3979　

た
も
と
よ
り
は
な
れ
て
玉
を
つ
つ
ま
め
や
こ
れ
な
ん
そ
れ
と
う
つ
せ
み
む
か
し

　
　
　

 

１

－

１
古
今
425
、
３

－

13
忠
岑
５
、７

－

６
忠
岑
125

3980　

な
み
の
う
つ
せ
み
れ
ば
玉
ぞ
み
だ
れ
け
る
ひ
ろ
は
ば
袖
に
は
か
な
か
ら
ん
や

　
　
　

 

１

－

１
古
今
424
、
３

－

13
忠
岑
４
﹇
は
か
な
か
ら
め
や
﹈

　
　
　
　

夏
む
し

3981　

よ
ひ
の
ま
も
は
か
な
く
み
ゆ
る
夏
虫
に
ま
ど
ひ
ま
さ
れ
る
こ
ひ
に
も
あ
る
か
な

　
　
　

 

１

－

１
古
今
561
﹇
こ
ひ
も
す
る
か
な
﹈、
２

－

２
新
撰
万
49
﹇
こ
ひ
も
す
る
か
な
﹈、
３

－

11
友
則
33
﹇
恋
も
す
る
か
な
﹈、
５

－

４
寛
平
后
45
﹇
宵
の
間
は
﹈﹇
恋
も
す
る
か
な
﹈

3982　

夏
む
し
を
な
に
か
い
ひ
け
ん
心
か
ら
我
も
お
も
ひ
に
も
え
ぬ
べ
ら
な
り
（
み
つ
ね
）

　
　
　

１

－

１
古
今
600
、
７

－

５
躬
恒
317

3983　

ま
さ
り
て
は
我
ぞ
も
え
け
る
夏
虫
の
火
に
か
か
る
と
て
な
ど
も
ど
き
け
ん
（
ふ
か
や
ぶ
）

　
　
　

 

３

－

12
躬
恒
442
﹇
な
つ
む
し
を
﹈﹇
ひ
に
か
か
り
と
て
﹈﹇
な
に
も
ど
き
け
む
﹈、
７

－

５
躬
恒
96
﹇
夏
む
し
は
﹈﹇
火
に
か
か
り
と
て
﹈﹇
な
に
も
ど
き
け
ん
﹈



『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿
―
第
六
帖
（
12
）
蝉
〜
鈴
虫
―

二
四
（
63
）

3984　

夏
虫
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
す
こ
と
も
ひ
と
つ
お
も
ひ
に
よ
り
て
な
り
け
り

　
　
　

１

－

１
古
今
544

3985　

も
ゆ
る
火
に
思
ひ
入
り
に
し
夏
む
し
は
な
に
し
か
さ
ら
に
と
び
か
へ
る
べ
き

　
　
　
〈
未
詳
〉

3986　

夏
虫
の
し
る
し
る
ま
ど
ふ
お
も
ひ
を
ば
こ
り
ぬ
か
な
し
と
た
れ
か
み
ざ
ら
ん
（
伊
勢
）

　
　
　

 

１

－

２
後
撰
968
、
７

－

２
業
平
88
﹇
い
か
が
み
ざ
ら
む
﹈、
３

－

15
伊
勢
集
124
﹇
こ

り
ぬ
あ
は
れ
と
﹈

　
　
　
　

き
り
ぎ
り
す

3987　

き
り
ぎ
り
す
い
た
く
な
な
き
そ
秋
の
夜
の
な
が
き
お
も
ひ
は
我
ぞ
ま
さ
れ
る

　
　
　

１

－

１
古
今
196
、
２

－

６
和
漢
朗
333

3988　

 

な
が
た
め
に
あ
ら
せ
る
や
ど
か
き
り
ぎ
り
す
よ
な
が
き
人
の
も
と
に
し
も
く
る

　
　
（
そ
せ
い
）

　
　
　
〈
未
詳
〉

3989　

秋
風
の
ふ
き
つ
る
よ
ひ
は
き
り
ぎ
り
す
草
む
ら
ご
と
に
こ
ゑ
み
だ
り
け
り
（
つ
ら
ゆ
き
）

　
　
　

 

１

－

２
後
撰
257
﹇
吹
き
く
る
よ
ひ
は
﹈﹇
草
の
ね
ご
と
に
﹈﹇
こ
ゑ
み
だ
れ
け
り
﹈、
５

－

３
是
貞
合
42
﹇
ふ
き
く
る
よ
ひ
は
﹈﹇
草
の
ね
ご
と
に
﹈﹇
こ
ゑ
み
だ
れ
け
り
﹈

3990　

我
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
き
り
ぎ
り
す
ま
く
ら
つ
ど
へ
に
よ
も
す
が
ら
な
く

　
　
　
〈
未
詳
〉

3991　

 

秋
か
ぜ
の
や
や
ふ
き
し
け
ば
き
り
ぎ
り
す
う
く
も
よ
も
ぎ
の
や
ど
を
か
る
る
か

　
　
（
そ
せ
い
）

　
　
　
〈
未
詳
〉

　
　
　
　

ま
つ
む
し

3992　

 

秋
の
の
の
つ
ゆ
に
ぬ
れ
つ
つ
た
れ
く
と
か
人
ま
つ
む
し
の
こ
こ
ら
鳴
く
ら
ん

　
　
（
つ
ら
ゆ
き
三
首
）

　
　
　
〈
未
詳
〉

3993　

こ
む
と
い
ひ
し
ほ
ど
も
す
ぎ
に
し
秋
の
の
に
ひ
と
ま
つ
虫
の
こ
ゑ
の
か
な
し
さ

　
　
　

１

－

２
後
撰
259
﹇
ほ
ど
や
す
ぎ
ぬ
る
﹈﹇
誰
松
虫
ぞ
﹈﹇
こ
ゑ
の
か
な
し
き
﹈

3994　

秋
の
の
に
き
や
ど
る
人
も
お
も
ほ
え
ず
誰
を
松
虫
こ
こ
ら
な
く
ら
ん

　
　
　

１

－

２
後
撰
260

3995　

夕
さ
れ
ば
人
ま
つ
む
し
の
な
く
な
へ
に
ひ
と
り
あ
る
身
ぞ
こ
ひ
ま
さ
り
け
る

　
　
　

３

－

19
貫
之
645

3996　

た
き
つ
せ
の
中
に
玉
つ
む
し
ら
な
み
は
な
が
る
る
み
を
を
を
に
や
ぬ
く
ら
ん

　
　
　
〈
未
詳
〉

　
　
　

１

－

３
拾
遺
集
369
﹇
流
る
る
水
を
﹈﹇
を
に
ぞ
ぬ
き
け
る
﹈

3997　

秋
の
の
に
我
ま
つ
虫
の
鳴
く
と
い
は
ば
を
ら
で
ね
な
が
ら
花
は
み
て
ま
し（
五
条
の
き
さ
き
）

　
　
　

３

－

15
伊
勢
集
149

3998　

君
し
の
ぶ
く
さ
に
や
つ
る
る
古
郷
は
松
む
し
の
音
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

　
　
　

１

－

１
古
今
200

　
　
　
　

す
ず
む
し

3999　

た
ま
さ
か
に
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ば
す
ず
む
し
は
む
つ
ま
し
な
が
ら
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る

　
　
　

３

－

23
忠
見
145
﹇
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ど
﹈﹇
む
か
し
な
ら
し
し
﹈

4000　

人
の
い
も
か
る
と
き
く
ま
で
を
み
な
へ
し
も
と
ご
と
に
な
く
す
ず
虫
の
こ
ゑ

　
　
　

７

－

５
躬
恒
140
﹇
人
の
こ
も
﹈﹇
か
る
と
い
ふ
ま
で
﹈

4001　

か
り
に
き
て
野
辺
に
ぞ
ま
ど
ふ
す
ず
む
し
の
声
は
さ
や
け
き
し
る
べ
な
れ
ど
も

　
　
　
〈
未
詳
〉


