
歌
こ
と
ば
「
袖
の
湊
」

末

澤

明

子

1

は
じ
め
に

『
伊
勢
物
語
』
に
由
来
す
る
歌
こ
と
ば
に
「
袖
の
湊
」
が
あ
る
。
ご
く
短
い
章
段
二
十
六
段

む
か
し
、
を
と
こ
、
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と
と
、
わ
び
た
り
け
る
、
人
の
返
り
ご
と
に
、

思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
哉
も
ろ
こ
し
舟
の
寄
り
し
許
に
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
109
頁
）

か
ら
「
袖
の
湊
」
と
い
う
成
語
が
生
じ
た
。「
み
な
と
」
を
「
な
み
だ
」
と
す
る
異
文
も
あ
る
が
、「
み
な
と
」
を
本
来
の
も
の
と
し
て

よ
い
だ
ろ
う（
注
1
）。

こ
の
歌
は
藤
原
有
家
、
藤
原
定
家
、
藤
原
家
隆
、
藤
原
雅
経
の
四
人
に
よ
る
撰
歌
で『
新
古
今
和
歌
集
』に
採
ら
れ（
一

五
・
一
三
五
八
）、
歌
こ
と
ば
と
し
て
は
『
新
古
今
』
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歌
こ
と
ば
「
袖

の
湊
」
が
『
新
古
今
集
』
の
同
段
理
解
、
扱
い
と
ど
の
よ
う
に
重
な
る
の
か
を
ま
ず
確
認
し
、
現
代
の
注
釈
の
あ
り
よ
う
に
及
び
た
い
。

歌
こ
と
ば
の
性
格
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
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「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
」
か
ら
二
条
后
関
連
章
段
の
歌
と
見
え
る
こ
の
歌
を
『
新
古
今
集
』
は
題
知
ら
ず
、
読
み
人
知
ら
ず
と

し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
の
歌
を
採
る
場
合
、
多
く
在
原
業
平
の
作
と
す
る
『
新
古
今
集
』
が
同
歌
を
読
み
人
知
ら
ず
と

し
た
の
は
、
こ
れ
を
男
の
歌
で
は
な
く
、「
人
」
の
歌
と
理
解
し
た
か
ら
と
ひ
と
ま
ず
考
え
得
る
（
注
2
）。

但
し
、
こ
の
理
解
は
現
代
の
二
十

六
段
の
解
釈
と
は
異
な
る
。「
人
の
返
り
事
」
の
「
人
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、「
わ
び
た
り
け
る
、
人
の
」
で
な
く
「
わ
び
た
り
け
る

人
の
」
と
解
す
る
か
否
か
に
よ
り
揺
れ
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
概
ね
「
男
」
の
嘆
き
に
同
情
し
た
「
人
」（
友
人
、
男
性
）
か
ら
来

た
手
紙
へ
の
返
事
と
し
て
の
「
男
」
の
歌
と
す
る
。
近
時
、「
人
」
を
「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
」
そ
の
人
と
す
る
解
も
出
さ
れ
て

い
る
（
注
3
）。

大
き
な
「
も
ろ
こ
し
船
」
に
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
適
う
よ
う
で
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
は
修
飾
な
し
の
「
人
」
と
い

う
語
を
そ
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
以
外
に
も
、「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と

と
わ
び
た
り
け
る
人
」
の
嘆
き
に
接
し
、「
は
し
な
く
も
男
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
「
男
」
の
歌
と
す
る
解

が
あ
る
（
注
4
）。

こ
と
ば
の
続
き
具
合
と
し
て
は
無
理
が
な
さ
そ
う
だ
が
、
本
文
が
「
人
の
、
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な
り
に
け

る
こ
と
と
わ
び
た
り
け
る
に
、
返
り
事
に
」
で
あ
れ
ば
な
お
無
理
が
な
い
。「
男
」
に
続
け
て
「
男
」
以
外
を
語
る
に
し
て
は
二
十
六

段
の
表
現
は
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』、『
新
古
今
集
』
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
史
を
辿
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
解
が
あ
る
が
、『
新

古
今
』
時
代
を
扱
う
の
で
、
後
代
の
解
釈
は
今
問
題
と
し
な
い
。
作
歌
事
情
を
省
略
し
て
題
知
ら
ず
と
す
る
例
は
他
の
章
段
に
も
例
が

あ
り
（
注
5
）、

こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
何
で
あ
れ
、
題
知
ら
ず
、
読
み
人
知
ら
ず
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
二
条
后

関
連
と
読
め
る
章
段
か
ら
一
切
を
捨
象
し
た
一
首
の
歌
と
し
て
、
こ
の
歌
は
『
新
古
今
集
』
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
が

『
伊
勢
物
語
』
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
な
お
知
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
歌
こ
と
ば
「
袖
の
湊
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
の
は
如
何
な
る
心
象

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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2

「
袖
の
湊
」
を
詠
む
和
歌

「
袖
の
湊
」
を
詠
み
込
む
歌
と
し
て
、
勅
撰
集
、
歌
学
書
に
関
し
て
は
吉
原
栄
徳
『
和
歌
の
歌
枕

地
名
辞
典
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇

〇
八
）
に
よ
る
整
理
が
あ
る
。
今
、
勅
撰
集
及
び
鎌
倉
時
代
中
期
頃
ま
で
の
例
を
探
す
と
以
下
が
あ
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る

が
、
表
記
は
私
に
改
め
、
ま
た
、『
隆
房
集
』
の
長
文
の
詞
書
は
省
略
し
た
。

＊
『
新
勅
撰
和
歌
集
』

こ
ぎ
か
へ
る
袖
の
湊
の
海
人
小
舟
さ
と
の
し
る
べ
を
誰
か
お
し
へ
し
（
八
五
三
・
恋
二
・
源
家
長
）

＊
『
続
後
撰
和
歌
集
』

影
な
れ
て
宿
る
月
か
な
人
し
れ
ず
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

夜
な
夜
な
さ
わ
ぐ
袖
の
湊
に
（
七
三
四
・
恋
二
・
題
し
ら
ず
・
式
子
内
親
王
）

海
人
小
舟
寄
る
か
た
も
な
し
涙
河
袖
の
湊
は
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

名
の
み
さ
わ
げ
ど
（
七
三
五
・
恋
二
・
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
寄
湊
恋
・
西
園

寺
実
氏
）

＊
『
続
古
今
和
歌
集
』

な
く
千
鳥
袖
の
湊
を
と
ひ
こ
か
し
も
ろ
こ
し
船
の
よ
る
の
寝
覚
に
（
六
〇
五
・
冬
・
千
五
百
番
歌
合
に
・
藤
原
定
家
）

人
し
れ
ぬ
袖
の
湊
の
あ
だ
波
は
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

名
の
み
さ
わ
げ
ど
寄
る
船
も
な
し
（
一
〇
九
五
・
恋
二
・
恋
歌
中
に
・
藤
原
良
平
女
）

＊
『
新
後
撰
和
歌
集
』

浪
こ
ゆ
る
袖
の
湊
の
う
き
枕
う
き
て
ぞ
ひ
と
り
音
は
な
か
れ
け
る
（
一
〇
八
五
・
恋
四
・
題
知
ら
ず
・
惟
宗
忠
宗
）

＊
『
続
千
載
和
歌
集
』

涙
そ
ふ
袖
の
湊
を
た
よ
り
に
て
月
も
う
き
ね
の
影
や
ど
し
け
り
（
七
八
一
・
羈
旅
・
旅
の
歌
の
中
に
・
津
守
国
助
）

歌ことば「袖の湊」（末澤）
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思
ひ
つ
つ
い
は
ね
ば
い
と
ど
心
の
み
⌇
⌇
⌇
⌇

さ
わ
ぐ
は
袖
の
湊
な
り
け
り
（
一
〇
九
一
・
恋
一
・
百
首
歌
奉
り
け
る
時
、
寄
湊
恋
・
後
深

草
院
少
将
内
侍
）

知
ら
れ
じ
な
袖
の
湊
に
よ
る
波
の
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

う
へ
に
は
さ
わ
ぐ
心
な
ら
ね
ば
（
一
〇
九
二
・
恋
一
・
題
知
ら
ず
・
中
臣
祐
臣
）

＊
『
新
拾
遺
和
歌
集
』

い
か
に
せ
ん
も
ろ
こ
し
舟
の
よ
る
方
も
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

し
ら
ぬ
に
さ
わ
ぐ
袖
の
湊
を
（
一
〇
三
一
・
恋
二
・
文
保
百
首
奉
り
け
る
に
・
二
条
為

定
）

＊
『
新
続
古
今
和
歌
集
』

恋
ひ
わ
ぶ
る
袖
の
湊
の
浪
枕
い
く
夜
う
き
ね
の
数
つ
も
る
ら
む
（
一
一
三
五
・
恋
一
・
千
五
百
番
歌
合
に
・
藤
原
忠
良
）

＊
『
式
子
内
親
王
集
』

胸
の
せ
き
袖
の
み
な
と
と
成
り
に
け
り
思
ふ
心
は
ひ
と
つ
な
れ
ど
も
（
八
〇
・
恋
）

影
な
れ
て
宿
る
月
か
な
人
し
れ
ず
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

夜
な
夜
な
さ
わ
ぐ
袖
の
湊
に
（
三
四
一
・
雖
入
勅
撰
不
見
家
集
歌
・
題
し
ら
ず
）

＊
『
隆
房
集
』

何
と
か
は
濡
る
る
袂
に
お
ど
ろ
か
む
袖
に
湊
の
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

さ
わ
ぐ
な
る
よ
に
（
五
〇
）

＊
『
如
願
法
師
集
』

さ
ゆ
る
夜
を
あ
か
し
か
ね
て
は
波
こ
ほ
る
袖
の
湊
に
残
る
月
か
げ
（
六
一
・
春
日
詠
百
首
応
製
和
冬
）

＊
『
寂
身
法
師
集
』

片
敷
き
の
袖
の
湊
に
近
づ
き
ぬ
涙
の
海
の
海
人
の
つ
り
舟
（
六
一
一
・
所
所
会
歌
等
）

＊
『
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
』

わ
た
つ
う
み
と
荒
れ
に
し
床
や
片
敷
き
の
袖
の
湊
は
寄
る
ら
ん
（
二
〇
二
・
知
家
大
宮
三
位
入
道
撰
・
恋
）
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＊
『
前
長
門
守
時
朝
入
京
打
聞
集
』

涙
お
つ
る
袖
の
湊
の
あ
ま
を
ぶ
ね
寄
る
べ
知
ら
ね
ば
身
こ
そ
こ
が
る
れ
（
二
三
六
・
寄
湊
恋
）

＊
『
資
平
集
』

し
き
た
へ
の
袖
の
湊
の
浦
風
に
寄
る
辺
さ
だ
め
ぬ
波
の
月
か
げ
（
一
〇
二
・
五
十
首
歌
・
恋
）

＊
『
沙
弥
蓮
愉
集
』

し
ほ
満
て
ば
袖
の
湊
の
か
た
を
な
み
ひ
る
と
き
知
ら
ぬ
わ
が
涙
か
な
（
五
〇
七
・
題
を
さ
ぐ
り
侍
り
し
に
、
忍
通
書
恋
を
）

＊
『
雅
有
集
』

な
ど
や
こ
の
袖
の
湊
に
満
つ
し
ほ
の
ひ
る
と
き
な
く
波
の
か
く
ら
ん
（
七
〇
六
・
百
首
和
歌
・
恋
・
寄
湊
恋
）

＊
『
千
五
百
番
歌
合
』

な
く
千
鳥
袖
の
湊
を
飛
び
来
か
し
も
ろ
こ
し
船
の
よ
る
の
ね
ざ
め
を
（
九
八
〇
番
右
・
藤
原
定
家
・
勝
）

う
と
か
り
し
も
ろ
こ
し
舟
も
寄
る
ば
か
り
袖
の
湊
を
あ
ら
ふ
白
波
（
一
二
五
三
番
右
・
三
宮
・
勝
）

恋
ひ
わ
ぶ
る
袖
の
湊
の
な
み
枕
い
く
夜
う
き
寝
の
数
つ
も
る
ら
ん
（
一
二
九
七
番
右
・
藤
原
忠
良
・
持
）

＊
『
宝
治
百
首
』

同
じ
く
は
も
ろ
こ
し
船
も
寄
り
な
な
ん
知
る
人
も
な
き
袖
の
み
な
と
に
（
二
七
五
八
寄
湊
恋
・
後
嵯
峨
院
）

海
人
小
舟
寄
る
か
た
も
な
し
涙
せ
く
袖
の
湊
は
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

名
の
み
さ
わ
げ
ど
（
二
七
六
〇
・
寄
湊
恋
・
藤
原
実
氏
）

⌇
⌇
⌇
⌇

浪
さ
わ
ぐ
袖
の
み
な
と
の
風
を
い
た
み
恋
ふ
る
に
寄
ら
ぬ
舟
も
つ
れ
な
し
（
二
七
六
二
寄
湊
恋
・
藤
原
家
良
）

片
敷
き
の
袖
の
湊
の
み
を
つ
く
し
つ
く
し
は
て
つ
る
我
が
心
か
な
（
二
七
七
一
寄
湊
恋
・
藤
原
資
季
）

と
し
月
に
涙
の
つ
も
る
わ
が
袖
の
湊
や
恋
の
と
ま
り
な
る
ら
む
（
二
七
八
五
・
寄
湊
恋
・
藤
原
行
家
）

ぬ
る
る
顔
に
や
ど
る
月
だ
に
涙
河
袖
の
湊
の
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

さ
わ
ぐ
ち
ぎ
り
に
（
二
七
九
三
・
寄
湊
恋
・
藤
原
俊
成
女
）

歌ことば「袖の湊」（末澤）
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知
ら
せ
ば
や
袖
の
湊
の
波
に
の
み
も
ろ
こ
し
舟
の
こ
が
れ
わ
た
る
と
（
二
七
九
七
・
湊
寄
恋
・
後
鳥
羽
院
下
野
）

寄
湊
恋
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
「
袖
の
み
な
と
が
は
（
二
七
六
七
・
藤
原
実
雄
）、「
袖
の
下
な
る
み
な
と
河
」（
二
七
七
〇
・

藤
原
忠
定
）、「
袖
に
波
た
つ
み
な
と
河
」（
二
七
七
六
・
藤
原
成
実
）
他
、「
袖
」、「
み
な
と
」
の
両
語
を
含
む
歌
が
あ
る
。

＊
『
夫
木
和
歌
抄
』

日
く
る
れ
ば
袖
の
湊
を
ゆ
く
螢
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

さ
わ
ぐ
思
ひ
の
ほ
ど
や
見
ゆ
ら
ん
（
三
二
七
八
夏
二
・
百
首
歌
、
湊
蛍
・
藤
原
光
俊
）

ま
つ
ら
が
た
袖
の
湊
に
こ
ぎ
寄
せ
よ
も
ろ
こ
し
船
の
泊
求
め
ば
（
一
一
八
九
〇
雑
七
・
湊
・
そ
で
の
み
な
と
・
光
明
峰
寺
入
道
摂

政
家
百
首
、
寄
名
所
恋
・
藤
原
有
家
）

と
こ
の
海
に
流
れ
て
お
つ
る
涙
河
袖
の
湊
の
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

さ
わ
ぐ
名
も
う
し
（
一
一
八
九
一
雑
七
・
湊
・
そ
で
の
み
な
と
・
文
応
二
年
毎
日
一

首
中
・
藤
原
為
家
）

＊
『
十
六
夜
日
記
』

わ
が
た
め
や
浪
も
高
師
の
浜
な
ら
ん
袖
の
湊
の
浪
は
や
す
ま
で

次
節
で
こ
れ
ら
の
例
に
つ
き
、
注
釈
を
も
合
せ
て
考
察
す
る
。

3

「
袖
の
湊
」
―
本
歌
取
・
引
歌
と
注
釈

以
上
の
例
を
み
る
と
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
『
新
古
今
』
時
代
に
多
い
の
が
看
取
で
き
る
。
そ
し
て
、「
袖
の
湊
」
だ
け
で
な
く
、「
も

ろ
こ
し
船
」
或
い
は
何
ら
か
の
「
舟
」、「
さ
わ
ぐ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
歌
が
多
い
。『
千
五
百
番
歌
合
』
の
判
詞
で
は
「
伊
勢
物
語
に
、

思
ほ
え
ず
…
…
寄
り
し
ば
か
り
に
、
と
い
ふ
を
と
り
な
せ
り
（
九
百
八
十
蕃
）」
と
す
る
他
、
他
の
二
首
に
つ
い
て
も
『
伊
勢
物
語
』
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に
基
づ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
十
分
意
識
さ
れ
て
い
る
。『
夫
木
和
歌
抄
』
に
採
ら
れ
た
四
首
も
『
新
古
今
』
時
代

及
び
そ
れ
に
続
く
時
代
の
作
で
あ
る
。

『
隆
房
集
』
は
、
前
歌
四
十
九
番
歌
「
な
げ
き
つ
つ
春
は
昔
に
変
は
ら
ず
と
言
ひ
け
ん
人
を
よ
そ
に
や
は
聞
く
」
の
詞
書
に
「
そ
の

夜
ふ
く
る
ほ
ど
に
、
あ
ひ
見
知
り
た
り
し
所
に
ゆ
き
て
…
…
五
条
わ
た
り
の
西
の
対
に
て
も
、
か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
は
あ
ら
じ

と
お
ぼ
え
て
」
と
『
伊
勢
物
語
』
を
踏
ま
え
、
そ
の
次
の
五
十
番
歌
に
「
ま
た
そ
の
所
に
ゆ
き
て
」
と
始
め
、「
泣
き
ぬ
ら
し
た
る
袖

の
つ
め
た
く
顔
に
あ
た
れ
ば
、
さ
く
ら
の
う
は
ぎ
は
、
花
の
色
や
か
へ
り
て
し
る
か
ら
む
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
ほ
ど
に
」「
あ
る
人
」

が
「
思
ほ
え
ず
…
…
」
と
言
っ
て
通
り
過
ぎ
た
の
が
「
耳
に
と
ま
り
て
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
題
詠
で
な
く
、
涙
に
濡
れ
た
自
身
の

袖
か
ら
「
袖
の
湊
」
が
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
が
、
古
歌
を
口
に
す
る
「
あ
る
人
」
を
登
場
さ
せ
、『
伊
勢
物
語
』
を
意
識
し
過
ぎ
る
ほ

ど
意
識
し
て
い
る
。「『
伊
勢
物
語
』
の
男
を
気
取
り
、
そ
の
行
動
を
な
ぞ
っ
て
い
る
」
と
も
さ
れ
る
（
注
6
）。

御
所
本
系
本
文
で
あ
る
が
、
こ

の
部
分
は
『
艶
詞
』
も
歌
句
に
小
異
は
あ
る
も
の
の
、
詞
書
内
容
は
同
様
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
と
の
重
な
り
の
甚
だ
し
い
『
隆
房
集
』
を
さ
て
お
き
、「
も
ろ
こ
し
船
」「
さ
わ
ぐ
」
を
も
取
り
入
れ
た
こ
と
の
意
味

を
考
え
た
い
。「
思
ほ
え
ず
」
歌
の
二
十
六
段
は
ご
く
短
く
、
か
つ
内
容
の
把
握
し
に
く
い
章
段
で
あ
り
、「
袖
の
湊
」
は
涙
を
表
す
に

し
て
も
か
な
り
の
誇
張
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
さ
わ
ぐ
」
の
は
「
も
ろ
こ
し
船
」
の
よ
う
な
大
船
が
来
た
時
、
大
事
が
起
こ
っ
た
時

で
あ
る
。
二
十
六
段
以
降
長
ら
く
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
袖
の
湊
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
や
や
意
味
が
分
か
り
に
く
い

た
め
、「
も
ろ
こ
し
船
」「
さ
わ
ぐ
」
を
も
取
り
入
れ
、『
伊
勢
物
語
』
を
想
起
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
新
古
今
集
』

の
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
の
理
解
に
立
っ
て
の
作
歌
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。
無
論
、
自
歌
を
本
歌
の
状
況
と
重
ね
る
必
要
は
な
い
。

「
袖
の
湊
」は
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
の
中
で
心
を
騒
が
せ
涙
あ
ふ
れ
る
袖
で
あ
る
。
各
歌
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
を
題
材
に
し
て
の
歌
で
、「
袖

の
湊
」
の
表
す
心
象
に
お
け
る
大
事
の
度
合
い
は
一
定
し
て
い
な
い
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
二
語
な
し
の
歌
が
増
え
る
。「
袖
の
湊
」

が
歌
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
た
の
だ
と
い
え
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
か
ら
は
離
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
の
注
釈
に
も
関
連
す
る
面

歌ことば「袖の湊」（末澤）

31



が
あ
る
。

注
釈
に
関
連
す
る
と
は
、「
袖
の
湊
」
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
を
必
ず
し
も
指
摘
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
右
の
作
品
で
、
例
え

ば
新
し
い
注
釈
で
あ
る
『
和
歌
文
学
大
系
』（
明
治
書
院
）
を
見
る
と
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』（
二
〇
〇
五
、
中
川
博
夫
）
の
家
長
歌
に

つ
い
て
、「
本
歌
」
と
し
て
は
「
あ
ま
の
す
む
里
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
む
と
の
み
人
の
い
ふ
ら
む
」（
古
今
・
恋
四
・
小
町
）、

「
よ
し
さ
ら
ば
つ
ら
さ
は
わ
れ
に
習
ひ
け
り
頼
め
て
来
ぬ
は
誰
か
教
へ
し
（
詞
花
・
雑
上
・
清
少
納
言
）
を
挙
げ
る
。
確
か
に
こ
の
二

首
は
本
歌
と
い
え
る
が
、「
袖
の
湊
」
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
か
。「
袖
の
湊
」
の
注
で
は
、
同
書
は
「
筑
前
国
博
多
の
歌
枕

と
も
言
う
が
、「
お
も
ほ
え
ず
…
…
」
を
基
に
、
涙
が
あ
ふ
れ
て
注
ぐ
袖
を
川
が
注
ぐ
湊
に
喩
え
た
意
か
」
と
断
定
し
な
い
述
べ
方
を

し
て
い
る
。
ま
た
、『
続
後
撰
和
歌
集
』（
二
〇
一
七
、
佐
藤
恒
雄
）
で
は
式
子
内
親
王
歌
の
注
に
「
袖
の
湊
」
を
「
新
古
今
時
代
以
後

の
流
行
表
現
」
と
し
、
実
氏
歌
に
つ
い
て
は
「
お
も
ほ
え
ず
」
を
本
歌
と
す
る
。『
式
子
内
親
王
集
』（
二
〇
〇
一
、
石
川
泰
水
・
谷
知

子
）
の
注
は
八
〇
番
歌
に
つ
い
て
は
参
考
歌
、
三
四
〇
番
歌
に
つ
い
て
は
本
歌
と
す
る
。「
も
ろ
こ
し
船
」「
さ
わ
ぐ
」
の
有
無
が
そ
れ

ぞ
れ
本
歌
と
す
る
か
否
か
の
差
に
な
っ
て
い
よ
う
。
現
代
の
注
釈
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
語
の
な
い
『
千
五
百
番
歌
合
』
忠
良
歌
に
つ

き
、
判
詞
中
に
「
袖
の
み
な
と
の
事
、
さ
き
に
申
し
侍
り
つ
れ
ど
」
と
あ
る
。「
さ
き
（
先
）
に
」
と
は
「
な
く
千
鳥
」
歌
の
判
を
指

す
。「
さ
き
に
」
と
簡
略
な
の
は
、
重
な
る
表
現
に
つ
い
て
の
評
を
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
と
い
え
る
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
と
の

関
連
は
指
摘
す
る
。
指
摘
必
要
と
の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
注
釈
と
は
異
な
る
面
も
早
く
に
は
あ
っ
た
。『
十
六
夜
日

記
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
朝
日
古
典
全
書
』（
石
田
吉
貞
校
註
、
一
九
五
一
）
は
「『
袖
の
湊
』
は
筑
前
の
国
に
あ
る
が
、
こ
こ
は
た

だ
袖
と
い
ふ
程
の
意
」
と
す
る
（
272
頁
）。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
福
田
秀
一
校
注
、
一
九
九
〇
）
も
「
袖
の
湊
は
、
こ
こ
で
は

『
袖
』
の
意
。
涙
を
止
め
る
（
泊
め
る
）
の
で
い
う
」（
190
頁
）、『
新
編
日
本
古
典
全
集
』（
岩
佐
美
代
子
校
注
・
訳
、
一
九
九
四
）
も

「
袖
に
涙
が
あ
ふ
れ
る
さ
ま
の
比
喩
」
と
す
る
（
280
頁
）。
い
ず
れ
も
歌
こ
と
ば
と
の
認
識
は
示
さ
な
い
。

和
歌
は
比
較
的
判
断
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
散
文
中
の
引
歌
で
あ
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
と
は
ず
が
た
り
』
に
そ
の
例
を
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見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
四
に
「
袖
の
湊
」
と
い
う
表
現
が
一
例
あ
る
。
伏
見
御
所
で
後
深
草
院
と
再
会
す
る
場

面
で
あ
る
。

世
を
宇
治
川
の
川
波
も
、
袖
の
湊
に
寄
る
心
地
し
て
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
206
頁
）

こ
の
「
袖
の
湊
」
を
如
何
に
注
す
る
か
。
こ
の
こ
と
は
別
稿
で
触
れ
て
い
る
（
注
7
）の

で
、
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、
比
較
的
新
し
い
注
釈
が
『
伊

勢
物
語
』
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
再
会
し
た
の
だ
か
ら
、「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な
り
に
け
る
」
と
は
状
況
が
異
な

る
が
、
心
を
騒
が
せ
、
涙
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
早
く
の
注
釈
に
は
式
子
内
親
王
歌
「
影
な
れ
て
」
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る
。
引

歌
は
原
歌
の
表
現
か
ら
あ
ま
り
多
く
を
採
ら
な
い
が
、「
も
ろ
こ
し
船
」「
さ
わ
ぐ
」
も
な
く
、「
袖
の
湊
」
の
一
語
だ
け
で
あ
る
場
合
、

引
歌
と
い
う
よ
り
は
歌
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
問
は
ず
が
た
り
』
は
『
伊
勢
物
語
』
と

重
ね
た
表
現
を
多
く
用
い
、『
伊
勢
物
語
』
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
袖
の
湊
」
と
い
う
表
現
を
遡
れ
ば
間
違
い
な
く
『
伊

勢
物
語
』
に
行
き
着
く
。
注
釈
は
そ
の
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。
引
歌
と
歌
こ
と
ば
と
の
境
界
の
見
極
め
は
容
易
で
は
な
い
。
引
歌
の
範

囲
に
つ
い
て
種
々
の
論
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。
引
歌
を
如
何
に
認
定
す
る
か
、
注
釈
は
何
を
指
摘
す
る
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
稿
で

述
べ
て
い
る
（
注
8
）。

4

歌
枕
「
袖
の
湊
」

「
袖
の
湊
」
に
は
、
も
う
一
つ
歌
枕
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

歌ことば「袖の湊」（末澤）
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細
川
幽
斎
『
九
州
道
の
記
』（
天
正
一
五＝

一
五
八
七
）
に

お
な
じ
き
国
、
浦
小
畑
と
い
ふ
湊
に
、
唐
船
の
着
き
て
あ
る
よ
し
を
舟
人
の
う
ち
に
語
り
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
見
物
せ
ん
と
て
、
遙

か
に
船
を
寄
せ
、
し
ば
し
と
ど
め
て

わ
れ
も
ま
た
浦
づ
た
ひ
し
て
漕
ぎ
と
め
ぬ
唐
船
の
よ
り
し
湊
に
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
551
頁
）

と
の
一
節
が
あ
る
。「
お
な
じ
き
国
」
と
は
長
門
国
で
、
唐
船
が
実
際
に
停
泊
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
歌
で
、『
新
編
全
集
』
頭
注
（
伊

藤
敬
）
は
「
お
も
ほ
え
ず
」
歌
を
本
歌
と
す
る
。
唐
船
が
寄
港
出
来
る
港
は
限
ら
れ
、
大
陸
に
近
い
長
門
国
は
そ
れ
に
適
う
が
、
こ
こ

に
は
歌
枕
と
の
意
識
は
見
え
な
い
。
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
二
十
六
段
も
特
定
の
場
所
に
結
び
付
け
て
は
い
な
い
。
但
し
、『
前

長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
』
か
ら
「
袖
の
湊
」
を
長
門
と
結
び
付
け
る
意
識
は
『
新
古
今
』
時
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

木
下
長
嘯
子
『
九
州
の
道
の
記
』（
天
正
二
〇＝

一
五
九
二
）
に
な
る
と
、「
袖
の
湊
」
が
歌
枕
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。そ

れ
よ
り
ほ
ど
近
き
博
多
と
い
ふ
所
に
、
四
、
五
日
あ
り
け
る
う
ち
に
、「
袖
の
湊
と
こ
と
ご
と
し
く
い
は
れ
た
る
は
い
づ
く
ぞ
、

尋
ね
見
ば
や
」
と
申
し
け
れ
ば
、
主
心
あ
る
人
に
て
導
し
け
る
に
、
主
の
い
は
く
、「
今
こ
そ
潮
の
さ
し
来
て
水
も
少
し
侍
れ
。

常
は
無
下
に
い
ふ
か
ひ
な
く
候
ふ
も
の
を
」と
ぞ
申
し
け
る
。
ま
こ
と
に
唐
土
舟
寄
せ
つ
べ
き
浦
と
も
覚
え
ず
。（
新
編
全
集
583
頁
）

こ
こ
で
は
「
袖
の
湊
」
は
特
定
の
場
所
を
指
し
て
い
る
。『
新
編
全
集
』
頭
注
（
稲
田
利
德
）
は
「
博
多
港
の
古
名
。
沖
の
浜
の
南
側

に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
六
段
と
関
連
づ
け
る
」
と
す
る
。「
お
も
ほ
え
ず
」
の
歌
は
元
来
が
比
喩
で
あ
り
、
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特
定
の
港
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
地
名
と
し
て
の
歌
枕
と
な
っ
た
。
右
二
書
に
先
立
つ
宗
祇
『
筑
紫
道
記
』（
文

明
一
二＝

一
四
八
〇
）
は
、
山
口
か
ら
大
宰
府
・
博
多
を
め
ぐ
り
、
歌
枕
を
訪
う
て
い
る
が
、
唐
船
を
見
か
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、「
袖
の
湊
」
に
対
す
る
関
心
は
見
ら
れ
な
い
。
他
方
、
古
歌
へ
の
関
心
は
強
く
、
全
編
に
見
ら
れ
る
。
三
書
と
も
訪
れ
て
い

る
染
川
・
思
川
は
、「
昔
、
男
、
筑
紫
ま
で
行
き
た
り
け
る
に
」
と
始
ま
る
『
伊
勢
物
語
』
六
十
一
段
の
「
染
川
を
渡
ら
ん
人
の
い
か

で
か
は
色
に
な
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
む
」
に
伊
勢
の
「
思
ひ
川
た
え
ず
流
る
る
水
の
泡
の
う
た
か
た
人
に
あ
は
で
消
え
め
や
」（
後

撰
・
恋
）
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
能
因
歌
枕
』
に
筑
前
の
歌
枕
と
し
て
染
川
は
あ
る
が
、
思
川
を
含
ま
な
い
。
が
、
平
安
後

期
の
『
五
大
集
歌
枕
』（
広
本
）
で
は
思
川
を
加
え
、
伊
勢
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
撰
者
と
さ
れ
る
藤
原
範
兼
（
一
一
〇
七
―
一
一
六

五
）
の
時
代
に
は
歌
枕
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
川
の
名
で
は
な
か
っ
た
思
川
が
染
川
の
異
称
と
し
て
特
定

の
川
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
「
袖
の
湊
」
に
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
思
川
は
更
に
染
川
の
近
く
の
別
の

川
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。「
袖
の
湊
」
の
方
は
、
歌
枕
と
し
て
の
意
識
は
生
じ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
。
博
多
辺
に
「
袖
の
湊
」

と
呼
ば
れ
る
地
名
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
所
は
近
世
期
に
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
近
代
に
な
っ
て
袖
の
湊
と
し
て

比
定
さ
れ
た
場
所
も
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
（
注
9
）。

歌
枕
で
は
あ
る
が
、
歌
と
共
に
あ
っ
た
歌
枕
で
は
な
く
、
後
に
な
っ
て
歌
か
ら
派
生
し
た
歌
枕
で
あ
る
点
が
辞
典
類
の
記
述
の
違
い

を
生
む
。
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
は
初
版
（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
）、
増
訂
版
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
）
と
も
「
袖

の
湊
」
を
立
項
し
な
い
。
一
方
、
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
）
で
は
立
項
さ

れ
（
三
原
由
佳
執
筆
）、「
筑
前
の
歌
枕
」
と
始
め
、
和
歌
、
散
文
で
の
用
例
（『
好
色
一
代
男
』）
に
つ
き
解
説
し
、
地
名
「
袖
の
湊
」

に
つ
い
て
も
述
べ
る
。
吉
原
前
掲
書
は
本
来
は
地
名
で
な
か
っ
た
こ
と
の
留
保
を
つ
け
つ
つ
立
項
す
る
。『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
初
版

（
一
九
七
四
）、
補
訂
版
（
一
九
九
〇
）
と
も
「
袖
の
湊
」
を
小
見
出
し
項
目
と
し
、『
伊
勢
物
語
』『
新
古
今
集
』
を
挙
げ
る
が
、
歌

枕
に
は
言
及
し
な
い
。
和
歌
の
注
釈
で
の
本
歌
・
参
考
歌
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
注
釈
と
も
通
ず
る
。
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5
『
新
古
今
』
時
代
に
蘇
る
表
現

「
袖
の
湊
」
は
『
伊
勢
物
語
』
前
に
用
例
な
く
、
誇
張
し
た
表
現
で
あ
る
。
元
を
辿
れ
ば
『
伊
勢
物
語
』
に
行
き
着
く
。
そ
の
こ
と

は
動
か
し
難
い
だ
ろ
う
。
既
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
な
る
が
、
こ
の
表
現
を
蘇
ら
せ
た
の
が
『
新
古
今
』
時
代
で
あ
っ
た
。

前
掲
青
柳
論
文
（
注
10
）に

よ
れ
ば
「
袖
に
湊
」
を
「
袖
の
湊
」
と
変
え
た
の
は
式
子
内
親
王
歌
に
始
ま
る
。『
伊
勢
物
語
』
で
よ
く
知
ら
れ
な

が
ら
、
和
歌
の
世
界
で
は
殆
ど
詠
ま
れ
な
い
景
物
を
一
時
で
は
あ
る
が
、『
新
古
今
』
時
代
に
集
中
し
て
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
た
も
の

に
八
橋
の
か
き
つ
ば
た
が
あ
る
。

た
び
人
を
絶
え
ず
み
か
は
の
八
橋
の
蜘
蛛
手
隔
つ
る
か
き
つ
ば
た
か
な（
慈
円『
拾
玉
集
』一
〇
二
〇
、
一
・
宇
治
山
百
首
・
春
・

杜
若
）

関
路
越
え
都
こ
ひ
し
き
八
橋
に
い
と
ど
隔
つ
る
か
き
つ
ば
た
か
な
（
藤
原
定
家
『
拾
遺
愚
草
』
四
一
七
、
上
・
奉
和
無
動
寺
法
印

早
率
露
膽
百
首
・
春
）

か
ら
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
跡
ふ
り
て
け
ふ
ぞ
み
か
は
の
沼
の
八
橋
（『
後
鳥
羽
院
御
集
』
一
二
八
四
、
元
久
元
年
一
二
月
賀
茂
下

社
三
十
首
御
会
・
雑
）

集
中
し
て
と
は
い
え
、
わ
ず
か
三
首
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
『
伊
勢
物
語
』
の
内
容
を
取
り
込
み
、
慈
円
と
定
家
は
か
き
つ
ば
た
が
垣

と
な
っ
て
都
と
の
距
離
を
隔
て
る
と
い
う
新
し
い
発
想
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
後
代
の
日
記
・
紀
行
で
八
橋
は
強
く
意
識
さ
れ
、
か
き

つ
ば
た
に
も
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、
和
解
史
上
、『
伊
勢
物
語
』
歌
の
直
接
的
影
響
は
少
な
く
、
か
き
つ
ば
た
の
歌
も
少
な
い
こ
と

は
片
桐
前
掲
書
に
指
摘
が
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
九
段
の
「
か
ら
こ
ろ
も
き
つ
つ
な
れ
に
し
妻
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
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思
ふ
」
は
歌
句
に
八
橋
を
含
ま
ず
、
本
来
は
八
橋
と
無
関
係
の
歌
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
八
橋
と
か
き
つ
ば
た
の
結
び
付
き
は
強

く
な
い
（
注
11
）。

そ
の
こ
と
が
九
段
の
歌
自
体
は
技
巧
を
凝
ら
し
つ
つ
情
を
十
分
伝
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
橋
の
か
き
つ
ば
た
が
和

歌
と
し
て
詠
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
袖
の
湊
」
も
『
新
古
今
』
時
代
、『
新
古
今
集
』
が
蘇
ら
せ
た
。

な
ぜ
『
新
古
今
集
』
な
の
か
は
ま
た
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

注1

竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈

古

注

釈

十
一
種
集
成
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
）、
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
）。

2
『
新
古
今
集
』
撰
者
た
ち
は
、
業
平
作
で
あ
る
と
承
知
し
な
が
ら
、
敢
え
て
読
み
人
知
ら
ず
と
し
た
と
す
る
説
と
し
て
青
柳
恵
介
「
袖
の
湊
―
新
古
今
に

於
け
る
一
つ
の
撰
歌
意
識
」（『
成
城
文
藝
』
89
、
24
―
37
頁
、
一
九
七
九
・
七
）が
あ
る
。
同
歌
に
始
ま
る
巻
一
五
の
読
み
人
知
ら
ず
歌
群
十
六
首
に
は『
伊

勢
物
語
』、『
大
和
物
語
』
に
伝
え
る
歌
が
九
首
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
の
歌
を
他
に
三
首
（
一
三
六
一
・
二
一
段
、
一
三
六
五
・
八
六
段
、
一
三

六
七
・
一
二
二
段
）
を
含
む
。
一
三
六
五
は
『
雅
平
本
業
平
集
』、『
在
中
将
集
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
歌
歌
の
背
景
に
は
恋
物
語
の
世
界
が
感
じ
と
れ
よ

う
、
撰
者
た
ち
は
そ
れ
を
再
構
成
し
て
一
六
首
が
連
続
し
た
恋
物
語
を
形
成
す
る
よ
う
配
列
、
解
に
問
題
の
あ
る
「
お
も
ほ
え
ず
」
を
別
に
し
て
も
、
連
続

し
た
物
語
に
業
平
の
名
は
邪
魔
に
な
る
の
で
、
す
べ
て
読
み
人
知
ら
ず
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
一
三
六
一
は
『
古
今
集
』
読

み
人
知
ら
ず
歌
の
改
作
若
し
く
は
異
伝
と
考
え
ら
れ
る
。
一
三
六
五
も
男
で
は
な
く
、
女
の
歌
と
す
る
解
が
あ
り
、
撰
者
た
ち
も
同
様
に
考
え
た
と
み
る
余

地
は
あ
る
。
更
に
一
三
六
七
も
『
袖
中
抄
』
が
「
き
は
め
て
不
定
の
推
量
に
て
は
あ
れ
ど
」（『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
二
210
頁
）
と
し
な
が
ら
も
、
言
い
さ

し
の
形
で
終
わ
っ
て
歌
を
含
ま
ぬ
『
大
和
物
語
』
一
六
九
段
と
の
関
連
を
指
摘
、
古
注
に
も
指
摘
が
あ
り
、『
伊
勢
』
も
『
大
和
』
も
古
歌
の
物
語
化
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
三
首
と
も
「
お
も
ほ
え
ず
」
同
様
、
問
題
を
含
む
歌
で
あ
る
。
勅
撰
集
が
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
す
る
基
準
の
問
題
も
含
め
、
撰
者
た

ち
が
業
平
作
と
認
め
な
が
ら
読
み
人
知
ら
ず
と
し
た
か
は
疑
問
が
残
る
。

3

片
桐
洋
一
注
1
前
掲
書
。
一
条
兼
良
『
愚
見
抄
』
説
に
同
じ
で
あ
る
。

4

石
田
穣
二
訳
注
角
川
文
庫
本
補
注
124
頁
（
一
九
七
九
）。
同
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
四
）
も
同
様
で
あ
る
。

5

例
え
ば
、
二
十
三
段
の
高
安
の
女
の
歌
が
題
知
ら
ず
に
な
っ
た
（
一
五
・
一
三
六
九
）。
ま
た
、
一
一
二
番
歌
の
よ
う
に
『
千
五
百
番
歌
合
』
と
の
出
典

は
そ
の
ま
ま
、
梅
の
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
桜
の
歌
群
に
配
列
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
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6

久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
五
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
）
37
頁
。

7
「『
と
は
ず
が
た
り
』
と
『
伊
勢
物
語
』
―
歌
物
語
の
〈
影
響
〉
覚
書
―
」。『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
近
刊
小
著
所
収
。
旧
稿
に
そ

の
後
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
大
幅
に
加
筆
し
て
い
る
。

8
「
引
歌
攷
2
―
引
歌
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」
注
7
前
掲
書
所
収
。

9

佐
伯
弘
次
「
ま
ぼ
ろ
し
の
湊
―
袖
の
湊
と
大
水
道
」（
川
添
昭
二
編
『
よ
み
が
え
る
中
世
1
―
東
ア
ジ
ア
の
国
際
都
市

博
多
』、
平
凡
社
、
一
九
八
八
）

は
か
つ
て
博
多
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
貿
易
港
「
袖
の
湊
」
の
虚
構
性
を
指
摘
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
袖
の
湊
は
中
世
を
通
じ
て
文
芸
作
品
に
し
か
見
え

な
い
。
そ
し
て
、
近
世
前
期
に
な
り
博
多
絵
図
に
現
れ
る
こ
と
、
幽
斎
や
長
嘯
子
が
案
内
さ
れ
た
場
所
と
思
わ
れ
る
博
多
東
の
「
袖
の
湊
」、
貝
原
益
軒
『
筑

前
国
続
風
土
記
』
宝
永
一＝
一
七
〇
四
）
が
述
べ
、
以
後
踏
襲
さ
れ
る
西
側
説
、
そ
れ
を
補
強
、
大
宰
大
弐
と
な
っ
た
平
清
盛
が
日
宋
貿
易
の
拠
点
と
し
て

修
築
し
た
の
が
袖
の
湊
で
あ
る
と
し
、
通
説
の
よ
う
に
な
る
中
山
平
次
郎
説
（
一
九
二
七
）
を
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
比
定
さ
れ
た
地
域
は
近
年
の
発
掘

調
査
か
ら
平
安
末
期
に
は
既
に
陸
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
益
軒‐

中
山
説
は
崩
壊
、
袖
の
湊
は
鎌
倉
初
期
の
歌
人
た
ち
が
『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
を

本
歌
と
し
て
創
作
し
た
歌
枕
的
地
名
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。

10

注
2
。

11

鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
）
は
「
業
平
実
作
の
二
首
に
は
、
歌
枕
へ
の
意
識
が
な
い
。
も
と
よ
り
史
実
と
し
て
は
、
業

平
の
東
下
り
な
ど
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
こ
れ
ら
二
首
は
八
橋
や
隅
田
川
と
は
無
縁
な
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
古
今
集
』

の
段
階
で
す
で
に
、
八
橋
や
隅
田
川
で
詠
ま
れ
た
と
す
る
詞
書
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
早
く
も
そ
の
段
階
で
業
平
の
東
下
り
の
話
が
、
歌
枕
の
意
識
を

も
と
り
こ
み
な
が
ら
虚
構
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
歌
枕
の
規
範
性
も
作
用
し
て
い
よ
う
」
と
し
て
い
る
（
41
頁
）。
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