
『伊
勢
大
輔
集
』
の
和
歌
改
変
を
め
ぐ
る
一
考
察

村

口

進

介

平
成
二
十
九
年

六
月
三
〇
日
発
行

三
重
大
学

日
本
語
学
文
学
第
二
八
号

抜
刷



『
伊
勢
大
輔
集
』
の
和
歌
改
変
を
め
ぐ
る
一
考
察

村

口

進

介

一

『
後
拾
遺
集
』
を
代
表
す
る
女
流
歌
人
、
伊
勢
大
輔
に
は
雑
纂
、
部
類

と
い
う
二
形
式
の
家
集
が
あ
り
、
そ
の
伝
本
は
次
の
よ
う
に
大
分
類
さ
れ

る（
１
）。

・
第
一
類
（
流
布
本
系
）：
彰
考
館
文
庫
蔵
本
（『
私
家
集
大
成

中
古
Ⅱ
』

「
伊
勢
大
輔
Ⅰ
」、『
新
編
国
歌
大
観

第
七
巻
』
の
底
本
）、
雑
纂
形
式
、

総
歌
数
一
五
〇
首
。

・
第
二
類
（
部
類
本
系
）：
東
海
大
学
図
書
館
桃
園
文
庫
蔵
伝
後
京
極

良
経
筆
本
（『
新
編
国
歌
大
観

第
三
巻
』
の
底
本
）、
部
類
形
式
、

総
歌
数
一
七
四
首（

２
）。

・
第
三
類
：
時
雨
亭
文
庫
蔵
定
家
筆
臨
模
本
（『
私
家
集
大
成

中
古
Ⅱ
』

「
伊
勢
大
輔
Ⅲ
」
が
底
本
と
す
る
書
陵
部
蔵
（
五
〇
一
・
二
二
六
）
本
の
親

本
）、
雑
纂
形
式
、
総
歌
数
一
二
七
首
。

自
撰
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
第
一
類
と
第
二
類
の
成
立
事
情
に
つ

い
て
、
後
藤
祥
子
氏
は
第
一
類
の
詞
書
の
人
物
呼
称
が
「
内
輪
」「
身
内

的
」
で
あ
り
、
第
二
類
が
「
流
布
本
の
持
つ
私
的
贈
答
を
省
」
く
こ
と
か

ら
、
雑
纂
形
式
の
第
一
類
が
「
極
め
て
私
的
な
レ
ベ
ル
で
作
成
受
容
さ
れ

た
こ
と
を
思
わ
せ
る
」
の
に
対
し
、
部
類
形
式
の
第
二
類
は
「
部
類
本
と

い
う
改
ま
っ
た
編
纂
態
度
か
ら
も
当
然
予
想
さ
れ
る
事
な
が
ら
、
極
め
て

公
的
な
姿
勢
で
編
ま
れ
た
集
で
あ
り
、
主
家
関
白
家
に
奉
献
す
べ
く
編
集

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か（

３
）」
と
し
た
。
田
中
登
氏
は
第
三
類
も
自
撰
と
み

る
が（

４
）、
第
三
類
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
な
お
慎
重
を
期
す
べ
き
必
要
も

あ
る
か
と
思
わ
れ（

５
）、
ま
た
行
論
の
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
に
も
、
本
稿
で
は

第
一
類
と
第
二
類
を
考
察
の
対
象
と
し
、
両
類
間
に
見
ら
れ
る
本
文
改
変

に
つ
い
て
小
考
す
る
。

第
一
類
17
〜
20
歌
に
、
紫
式
部
と
伊
勢
大
輔
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
二
組

の
贈
答
歌
が
あ
る
。
後
半
の
一
組
で
紫
式
部
は
氷
っ
た
雪
の
つ
い
た
松
を

折
枝
に
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
詠
む
一
首
を
伊
勢
大
輔
に
贈
る
。

【
第
一
類
】
松
に
雪
の
こ
ほ
り
た
り
し
に
つ
け
て
、
同
じ
人

（
19
）
奥
山
の
松
葉
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
我
が
身
世
に
ふ
る
程
ぞ
は
か

な
き

一
一



か
へ
し

（
20
）
消
え
や
す
き
露
の
命
に
く
ら
ぶ
れ
ば
げ
に
と
ど
こ
ほ
る
松
の
雪

か
な

折
枝
に
ち
な
ん
で
両
歌
は
傍
線
の
ご
と
く
「
こ
ほ
る
」
を
詠
み
込
む
。
こ

れ
を
第
二
類
83
、
84
歌
で
は
「
同
じ
人
、
松
の
雪
に
つ
け
て
」
と
詞
書
か

ら
「
こ
ほ
り
」
を
削
除
し
、
傍
線
部
を
そ
れ
ぞ
れ
「
か
か
る
」「
う
ら
や

ま
れ
ぬ
る
」
へ
改
変
す
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻
の
中
の
君
の

詠
歌
と
そ
れ
に
続
く
「
奥
山
の
松
葉
に
つ
も
る
雪
と
だ
に
消
え
に
し
人
を

思
は
ま
し
か
ば
／
う
ら
や
ま
し
く
ぞ
ま
た
も
降
り
そ
ふ
や
」（
小
学
館
新
編

全
集
⑤
二
〇
三
〜
四
）
を
踏
ま
え
た
改
変
だ
と
さ
れ
、
中
西
智
子
氏
は
「
贈

答
歌
に
お
け
る
「
氷
る
」
―
「
げ
に
と
ど
こ
ほ
る
」
の
表
現
的
対
応
を
「
か

か
る
」
―
「
う
ら
や
ま
れ
ぬ
る
」
と
し
た
Ⅱ
類
本
の
本
文
に
つ
い
て
、
後

藤
氏
の
指
摘
に
基
づ
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
Ⅱ
類
本
を
頼
通
に
献
上
す

る
際
、
よ
り
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
深
く
ふ
ま
え
た
形
に
整
え
た
た
め

と
い
う
見
方
も
可
能
と
な
ろ
う
か
」
と
述
べ
る（

６
）。

こ
の
よ
う
に
第
一
類
と
第
二
類
の
間
に
は
、
字
句
の
訂
正
に
と
ど
ま
ら

な
い
本
文
の
改
変
が
多
く
見
ら
れ
る（

７
）。
本
稿
は
第
一
類
42
〜
45
歌
と
第
二

類
139
〜
140
歌
を
例
に
、『
伊
勢
大
輔
集
』
に
お
け
る
改
変
の
様
相
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

第
一
類
42
〜
45
歌
の
本
文
を
示
す
。

【
第
一
類
】
男
あ
る
人
を
年
ご
ろ
思
ひ
わ
た
り
け
る
に
、
そ
の
人
な
む
も

の
に
参
り
に
け
る
と
聞
き
て
、
か
ね
て
嵯
峨
に
行
き
ゐ
て
、
木

の
葉
に
書
き
て
と
ら
せ
け
る
、
家
経

（
42
）
奥
山
の
木
の
葉
が
下
に
行
く
水
は
人
こ
そ
知
ら
ね
す
ま
ぬ
も
の
か
は

こ
れ
が
返
事
せ
ざ
り
し
な
ん
口
惜
し
か
り
し
、
妹
の
君
の
語
り

し
か
ば
、
か
の
人
に
代
は
り
て

（
43
）
落
ち
つ
も
る
木
の
葉
が
く
れ
の
忘
れ
水
す
む
と
も
見
え
ず
絶
え
間

の
み
し
て

又
か
へ
し

（
44
）
石
間
ゆ
く
下
に
は
通
ふ
谷
水
も
木
の
葉
を
し
げ
み
上
ぞ
つ
れ
な
き

又
か
へ
し

（
45
）
山
が
く
れ
さ
の
み
木
の
葉
の
散
り
つ
ま
ば
石
間
の
水
は
音
だ
に
も

せ
じ

藤
原
家
経
は
『
後
拾
遺
集
』
以
下
に
入
集
、
家
集
も
残
す
歌
人
で
、
伊

勢
大
輔
と
は
50
〜
52
歌
で
も
贈
答
を
交
わ
し
、
こ
れ
ら
の
詞
書
よ
り
関
係

の
親
し
さ
が
伺
わ
れ
る
。
引
用
は
、
夫
あ
る
女
に
思
い
を
寄
せ
る
家
経
が

嵯
峨
で
待
ち
伏
せ
し
42
歌
を
送
る
も
返
事
が
な
く
、
そ
れ
が
残
念
で
あ
っ
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た
と
家
経
の
妹
君
か
ら
聞
か
さ
れ
た
伊
勢
大
輔
が
そ
の
女
に
代
わ
っ
て
43

歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
よ
る
や
り
と
り
で
、
家
経
が
「
木
の
葉
に
書
き
て
」

歌
を
贈
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
「
木
の
葉
」
を
詠
み
込
ん
だ
二
組
の

贈
答
歌
か
ら
な
る
。

42
歌
は
第
五
句
の
「
す
ま
ぬ
」
に
「
澄
／
住
ま
ぬ
」
を
掛
け
、
木
の
葉

の
下
を
流
れ
る
水
の
よ
う
に
誰
も
知
り
は
し
な
い
が
、
あ
な
た
と
住
ま
な

い
は
ず
は
な
い
と
詠
み
か
け
る
。
上
句
は
『
古
今
六
帖
』
1463
歌
「
奥
山
の

木
の
葉
が
く
れ
に
行
く
水
の
音
聞
き
し
よ
り
常
に
忘
れ
ず（

８
）」
か
ら
の
借
用

で
あ
ろ
う
。『
古
今
六
帖
』
第
三
帖
「
水
」
の
項
目
は
こ
の
歌
を
含
め

十
五
首
を
収
め
、
実
に
そ
の
う
ち
の
十
一
首
が
「
山
下
水
」「
下
が
く
れ

行
く
水
」
に
忍
恋
を
重
ね
て
詠
む
。
42
歌
も
ま
た
そ
の
類
型
に
拠
る
が
、

第
二
句
の
「
木
の
葉
が
下
」
は
こ
れ
を
初
出
と
す
る
。

「
秋
山
の
木
の
下
か
く
り
行
く
水
の
我
こ
そ
益
さ
め
思
ほ
す
よ
り
は
」

（『
万
葉
集
』
巻
二
、
92
）
以
来
、『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
「
木
が
く
る
」

か
ら
『
拾
遺
集
』『
後
拾
遺
集
』
の
「
草
が
く
る
」
へ
と
、
勅
撰
集
に
お

い
て
「
下
が
く
れ
行
く
水
」
を
覆
う
も
の
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
。『
古
今

六
帖
』
は
そ
の
両
方
を
含
ん
で
過
渡
的
状
況
を
示
す
が
、「
木
の
葉
が
く

れ
」
は
先
の
『
古
今
六
帖
』
1463
歌
の
ほ
か
、
同
369
歌
、『
後
撰
集
』
179
歌
、

『
好
忠
集
』
306
歌
に
見
え
る
程
度
の
、
用
例
数
の
少
な
い
歌
句
で
あ
る
。

そ
れ
を
家
経
は
「
木
の
葉
が
下
」
へ
と
改
変
す
る
こ
と
で
、「
下
が
く
れ

行
く
水
」
の
主
想
を
よ
り
明
確
に
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
木
の
葉
の
下
の
水
は
ど
う
せ
忘
れ
水
な
の
で
し
ょ
う
、

こ
う
絶
え
間
が
ち
で
は
一
緒
に
住
む
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
ま
せ
ん
と
切

り
返
す
伊
勢
大
輔
の
43
歌
は
、
改
変
前
の
「
木
の
葉
が
く
れ
」
を
あ
え
て

用
い
て
、『
六
帖
』
1463
歌
を
ふ
ま
え
た
こ
と
へ
の
応
答
を
示
す
。
そ
の
う

え
で
伊
勢
大
輔
は
「
木
の
葉
が
く
れ
」
を
挟
む
初
句
、
第
三
句
に
趣
向
を

凝
ら
す
。「
落
ち
つ
も
る
」
の
用
例
自
体
は
珍
し
く
な
く
、
初
句
に
置
く

例
も
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
「
紅
葉
」「
涙
」
を
取
り
合
わ
せ
、

「
木
の
葉
」
を
導
く
例
は
同
時
代
の
『
大
弐
高
遠
集
』
71
歌
、『
和
泉
式
部

集
』
610
歌
以
外
に
見
出
せ
な
い
。
ま
た
第
三
句
の
「
忘
れ
水
」
は
『
後
拾

遺
集
』
巻
第
十
三
、
恋
三
735
歌
を
勅
撰
集
初
例
と
し
、『
是
則
集
』
39
歌

を
唯
一
の
先
行
例
と
す
る
歌
こ
と
ば
で
あ
り（

９
）、
43
歌
の
上
句
は
目
新
し
い

歌
句
の
組
み
合
せ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

続
く
44
歌
は
43
歌
の
第
五
句
「
絶
え
間
」
か
ら
の
連
想
か
、「
石
間
の

水
」
を
「
下
水
」
に
仕
立
て
、「
葦
根
は
ふ
う
き
は
上
こ
そ
つ
れ
な
け
れ

下
は
え
な
ら
ず
思
ふ
心
を
」（『
拾
遺
集
』
巻
第
十
四
、
恋
四
893
）
を
縒
り
あ
わ

せ
た
歌
い
口
で
、
う
わ
べ
だ
け
で
判
断
し
な
い
で
ほ
し
い
と
訴
え
る
。
そ

れ
に
石
間
の
水
の
音
が
消
え
る
よ
う
に
、
音
信
さ
え
絶
え
る
の
で
は
と
反

発
し
て
み
せ
る
45
歌
は
、
先
行
歌
で
は
多
く
「
桜
」「
花
」「
う
ぐ
い
す
」

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
っ
た
春
季
の
歌
材
を
導
く
「
山
が
く
れ
」
を
初
句

に
据
え
、「
木
の
葉
」
と
取
り
合
わ
す
新
奇
さ
が
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、

歌
意
に
お
い
て
43
歌
と
の
径
庭
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
展
開
に
も
乏
し

か
っ
た
た
め
か
、
第
二
類
は
こ
の
44
、
45
の
贈
答
歌
を
採
ら
な
い
。

一
三

『
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考
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三

第
一
類
42
、
43
歌
は
第
二
類
で
は
次
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
る
。
和
歌
の

改
変
部
の
み
に
傍
線
を
施
す
。

【
第
二
類
】
男
の
あ
り
け
る
人
を
、
心
か
け
た
り
け
る
が
、
そ
の
人
な
ん

待
つ
と
聞
き
て
、
道
に
ゆ
き
あ
ひ
て
木
の
葉
に
書
き
て
と
ら
せ

け
る

（
139
）
谷
が
く
れ
木
の
葉
が
下
に
行
く
水
は
人
こ
そ
知
ら
ね
す
ま
ぬ
も
の

か
は

そ
の
人
に
代
は
り
て

（
140
）
散
り
つ
も
る
木
の
葉
が
下
の
忘
れ
水
す
む
と
も
見
え
ず
絶
え
間
の

み
し
て（

10
）

第
一
類
後
半
の
贈
答
歌
（
44
、
45
歌
）
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
触
れ

た
が
、
改
変
さ
れ
た
139
、
140
歌
の
初
句
に
は
44
歌
「
石
間
ゆ
く
下
に
は
通

ふ
谷
水
も
」、
45
歌
「
山
が
く
れ
さ
の
み
木
の
葉
の
散
り
つ
ま
ば
」
の
痕

跡
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
採
ら
れ
た
と
思
し
く
、
単
純
な
削
除
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
初
句
の
改
変

が
第
二
類
の
眼
目
と
な
っ
て
お
り
、
改
変
に
い
た
る
思
考
の
軌
跡
を
具
体

的
に
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
第
二
類
に
目
を
向
け
れ
ば
、
139
歌
の
初
句
を
「
谷
が
く

れ
」、
140
歌
の
第
二
句
を
「
木
の
葉
が
下
」
と
す
る
こ
と
で
、
第
一
類
に

お
け
る
贈
答
歌
の
勘
所
と
で
も
言
う
べ
き
『
古
今
六
帖
』
1463
歌
の
表
現
を

分
有
し
あ
う
一
回
的
な
関
係
が
解
消
さ
れ
、
先
行
例
の
な
い
「
木
の
葉
が

下
」
に
焦
点
を
あ
て
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
類
と
第
二
類
に
お
け
る
改
変
全
般
を
見
渡
せ
ば
、
第
二
類
が
贈
答

歌
と
し
て
体
裁
を
整
る
た
め
語
句
を
揃
え
る
例
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
当

該
贈
答
歌
に
類
似
す
る
例
と
し
て
は
次
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
第
二
類
】
秋
、
言
ひ
は
じ
め
た
り
し
人
の
言
ひ
た
り
し

（
161
）
け
ぶ
り
こ
そ
立
つ
と
も
見
え
ね
霧
ま
よ
ふ
恋
に
こ
が
る
る
秋
を
知

ら
な
んか

へ
し

（
162
）
霧
ま
よ
ふ
秋
の
空
に
は
こ
と
ご
と
に
立
つ
と
も
見
え
ぬ
恋
の
け
ぶ

り
を

第
一
類
46
歌
は
161
歌
の
「
霧
ま
よ
ふ
」
を
「
人
知
れ
ず
」
と
す
る
。
第
二

類
の
改
変
は
語
句
の
照
応
性
を
高
め
る
と
同
時
に
、
先
行
例
と
し
て
は

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
70
歌
「
霧
ま
よ
ふ
秋
は
来
に
け
り
遅
れ
じ
と
思
ひ
て

草
木
い
ま
や
色
づ
く
」
が
あ
る
だ
け
の
語
句
を
際
立
た
せ
る
。
改
変
の
方

向
性
を
139
、
140
歌
と
同
じ
く
し
、
第
二
類
の
傾
向
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ

よ
う
。

さ
て
、
139
歌
「
谷
が
く
れ
」
の
先
行
例
を
検
す
れ
ば
、『
蜻
蛉
日
記
』

中
巻
、
夫
源
高
明
が
左
遷
さ
れ
尼
と
な
っ
た
愛
宮
を
見
舞
っ
て
道
綱
母
が
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詠
む
長
歌
の
一
節
「
谷
が
く
れ
な
る

山
水
の

つ
ひ
に
流
る
と

騒
ぐ

ま
に
」
は
じ
め
、
四
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
類
の
45
歌
の
初
句

「
山
が
く
れ
」
が
多
く
春
季
の
歌
材
を
導
い
た
の
に
対
し
、「
谷
が
く
れ
」

は
ま
だ
特
定
の
語
句
と
は
結
び
つ
か
な
い
、
新
味
の
あ
る
歌
こ
と
ば
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

つ
ぎ
に
140
歌
の
「
散
り
つ
も
る
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
43
歌
「
落
ち
つ

も
る
」
の
削
除
に
つ
い
て
一
点
触
れ
て
お
き
た
い
。「
落
ち
つ
も
る
木
の

葉
」
が
同
時
代
の
二
例
以
外
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、『
伊

勢
大
輔
集
』
に
は
類
例
が
あ
る
。

【
第
一
類
】
院
の
白
川
殿
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
右
大
殿
も
お
ぼ
す
こ
と

あ
り
げ
な
る
に
、
大
宿
直
に
候
ひ
た
ま
ふ
つ
と
め
て
、
木
の
葉

に
書
き
て
た
ま
は
せ
た
り
し

（
62
）
世
の
中
に
吹
き
よ
る
方
も
な
き
も
の
は
木
の
葉
ち
り
ぬ
る
木
枯
ら

し
の
風か

へ
し

（
63
）
落
ち
つ
も
る
こ
の
山
里
の
木
の
葉
を
ば
か
へ
し
の
風
も
吹
き
か
へ

さ
な
ん

伊
勢
大
輔
が
詠
ん
だ
63
歌
は
第
二
、
三
句
「
こ﹅

の﹅

山
里
の
木﹅

の﹅

葉
を
ば
」、

第
四
、
五
句
「
か﹅

へ﹅

し
の
風
も
吹
き
か﹅

へ﹅

さ
な
ん
」
に
同
音
反
復
の
生
か

さ
れ
た
、
調
べ
の
心
地
よ
い
歌
で
あ
る
が
、「
右
大
殿
」
が
贈
歌
を
「
木

の
葉
に
書
き
」、「
木
の
葉
」
を
詠
み
合
う
あ
り
方
は
、
第
一
類
42
〜
45
歌

と
変
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
が
第
二
類
89
、
90
歌
で
は
詠
歌
状
況
の
重
複
を

避
け
る
た
め
か
、「
院
の
白
川
殿
に
お
は
し
ま
し
し
こ
ろ
、
右
大
将
殿
お

ぼ
す
こ
と
あ
り
て
、
御
宿
直
し
た
ま
ひ
て
、
つ
と
め
て
た
ま
へ
り
し
」
と

詞
書
か
ら
「
木
の
葉
に
書
き
て
」
を
削
除
し
、
和
歌
に
大
き
な
改
変
は
加

え
ず
収
載
す
る（

11
）。
第
二
類
に
「
相
模
が
久
し
く
お
と
せ
ざ
り
し
か
ば
、
木

の
葉
に
書
き
て
」
と
、
伊
勢
大
輔
が
「
木
の
葉
に
書
」
い
て
贈
っ
た
「
木

の
葉
だ
に
風
の
た
よ
り
に
と
ひ
く
る
に
人
こ
そ
人
を
忘
れ
は
つ
め
れ
」（
49

歌
）
が
あ
る
こ
と
も
加
味
す
れ
ば
、
詠
歌
状
況
の
諸
種
へ
の
興
趣
を
看
取

す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

さ
て
、「
落
ち
つ
も
る
」
か
ら
改
変
し
初
句
に
据
え
ら
れ
た
「
散
り
つ

も
る
」
の
先
行
例
は
十
例
を
数
え
る
。
多
く
は
「
塵
つ
も
る
」
と
掛
詞
に

し
て
、「
落
ち
つ
も
る
」
同
様
「
紅
葉
」
を
導
く
も
の
（『
一
条
摂
政
御
集
』

58
歌
、『
道
済
集
』
26
歌
）、「
夜
床
」「
枕
」
を
取
り
合
わ
せ
た
も
の
（『
好
忠
集
』

229
歌
、『
和
泉
式
部
集
』
375
歌
、『
伊
勢
大
輔
集
』
第
二
類
72
歌
）
の
ほ
か
に
、「
桜

／
花
」
と
詠
ま
れ
た
例
が
四
首
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
首
が
『
伊
勢
大
輔

集
』
に
伊
勢
大
輔
と
の
贈
答
が
見
え
る
和
泉
式
部
、
赤
染
衛
門
で
あ
る
こ

と
は
い
か
に
も
興
味
深
く
（『
和
泉
式
部
続
集
』
530
歌
、『
赤
染
衛
門
集
』
418
歌
）、

そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
用
例
へ
の
考
量
も
働
い
た
か
、「
木
の
葉
」
と
の

取
り
合
わ
せ
は
140
歌
を
初
出
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
第
一
類
43
歌
の
上
句
「
落
ち
つ
も
る
木
の
葉
が
く
れ

の
忘
れ
水
」
は
、
42
歌
か
ら
「
木
の
葉
が
下
」
を
取
り
込
み
、
初
句
を
「
散

り
つ
も
る
」
に
改
変
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
新
奇
な
表
現

の
組
み
合
せ
を
獲
得
し
、
類
例
を
み
な
い
「
散
り
つ
も
る
木
の
葉
が
下
の

一
五

『
伊
勢
大
輔
集
』
の
和
歌
改
変
を
め
ぐ
る
一
考
察



忘
れ
水
」
へ
と
転
成
を
遂
げ
た
。

四

『
伊
勢
大
輔
集
』
に
お
け
る
和
歌
改
変
の
一
様
相
と
し
て
本
稿
で
は
第

一
類
42
、
43
歌
と
第
二
類
139
、
140
歌
の
検
討
か
ら
、
目
新
し
い
語
句
の
使

用
や
先
例
の
な
い
組
み
合
わ
せ
を
積
極
的
に
試
み
る
伊
勢
大
輔
の
姿
勢

が
、
と
り
わ
け
第
二
類
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。

第
二
類
161
、
162
歌
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
節
の
な
か

で
触
れ
た
が
、
い
ま
も
う
一
例
挙
げ
て
お
き
た
い
。
伊
勢
大
輔
が
正
子
内

親
王
絵
合
に
詠
出
し
、『
後
拾
遺
集
』
巻
第
三
・
夏
176
歌
に
収
ま
る
「
卯

の
花
の
咲
け
る
さ
か
り
は
白
波
の
龍
田
の
川
の
ゐ
せ
き
と
ぞ
見
る
」
の
各

類
に
お
け
る
様
相
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
第
一
類
71
】
卯
の
花
の
咲
け
る
垣
根
は
白
波
の
龍
田
の
川
の
ゐ
ぜ
き

と
ぞ
見
る

【
第
二
類
22
】
卯
の
花
の
に
ほ
ふ
あ
た
り
は
月
な
み
の
龍
田
の
川
の
い

ぜ
き
と
ぞ
見
る（

12
）

【
第
三
類
34
】
卯
の
花
の
咲
け
る
さ
か
り
は
白
波
の
龍
田
の
川
の
ゐ
ぜ

き
と
ぞ
見
る

第
三
類
は
『
後
拾
遺
集
』
176
歌
と
異
同
な
く
、
第
一
類
、
第
二
類
に
傍
線

の
よ
う
な
改
変
が
み
ら
れ
る（

13
）。「
卯
の
花
」
に
取
り
合
わ
さ
れ
る
語
句
と

し
て
は
、「
卯
の
花
の
咲
け
る
垣
根
は
陸
奥
の
籬
の
島
の
浪
か
と
ぞ
見
る
」

（『
拾
遺
集
』
巻
第
二
、
夏
90
歌
）、「
卯
の
花
の
咲
け
る
さ
か
り
は
山
が
つ
の
垣

根
は
な
れ
ぬ
月
か
と
ぞ
見
る
」（『
嘉
言
集
』
41
歌
）
な
ど
の
よ
う
に
、
第
一

類
、
第
三
類
の
「
咲
け
る
」「
垣
根
」「
さ
か
り
」
が
一
般
的
で
あ
る
の
に

対
し
、「
に
ほ
ふ
」
は
「
卯
の
花
の
に
ほ
ふ
皐
月
の
月
清
み
い
ね
ず
聞
け

と
や
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
」（『
家
持
集
』
70
歌
）
ほ
か
三
例
を
数
え
る
に
す
ぎ

な
い
。
摂
関
家
へ
の
奉
献
本
と
目
さ
れ
る
第
二
類
に
施
さ
れ
た
改
変
の
方

向
性
の
一
つ
を
、
こ
れ
ら
の
例
は
も
の
語
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
伊
勢
大
輔
の
新
し
い
和
歌
表
現
へ
の
探
究
は
、
新
風
や
和

歌
史
の
屈
折
点
と
評
さ
れ
る
『
後
拾
遺
集
』
へ
向
か
う
時
代
の
気
運
に
呼

応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
最
後
に
伊
勢
大
輔
が
第
二
類
139
、
140
歌

で
試
み
た
表
現
の
行
方
を
素
描
し
て
小
稿
を
閉
じ
た
い
。
139
、
140
歌
の
上

句
に
想
を
得
た
か
と
思
わ
れ
る
歌
が
平
安
末
期
、『
千
載
集
』
に
初
入
集

す
る
歌
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
に
わ
か
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

139
歌
「
谷
が
く
れ
木
の
葉
が
下
に
行
く
水
」
の
表
現
を
用
い
た
も
の
と

し
て
、『
千
五
百
番
歌
合
』
に
お
け
る
小
侍
従
の
詠
歌
、「
谷
が
く
れ
木
の

葉
が
下
の
む
も
れ
水
こ
ほ
れ
ば
や
ら
ん
音
も
せ
ぬ
か
な
」（
1876
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。
140
歌
の
「
散
り
つ
も
る
木
の
葉
」
を
冒
頭
に
置
く
歌
に
は
『
千

載
集
』
巻
第
五
、
秋
歌
下
377
「
散
り
つ
も
る
木
の
葉
も
風
に
誘
は
れ
て
庭

に
も
秋
の
暮
れ
に
け
る
か
な
」（
法
橋
慈
弁
）
は
じ
め
、
六
条
藤
家
歌
人
、

経
家
の
家
集
37
歌
、
そ
の
弟
顕
家
に
も
一
首
あ
り
（『
月
詣
和
歌
集
』
923
）、

そ
の
ほ
か
に
『
隆
信
集
』
252
歌
、『
千
五
百
番
歌
合
』
1584
、
1956
歌
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
に
摂
関
、
氏
長
者
を
務
め
、
六
条
藤
家
を
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庇
護
し
歌
壇
も
形
成
し
た
藤
原
兼
実
が
、
女
任
子
（
宜
秋
門
院
）
入
内
の
折

の
屏
風
歌
に
「
散
り
つ
も
る
木
の
葉
の
下
を
見
ぬ
程
は
ま
だ
氷
魚
よ
ら
ぬ

瀬
瀬
の
網
代
木
」（『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
225
）
を
詠
む
。「
散
り
つ
も

る
木
の
葉
の
下
」
の
成
句
を
用
い
た
作
例
は
伊
勢
大
輔
以
来
と
な
る
。

こ
れ
は
和
歌
の
表
現
史
の
さ
さ
や
か
な
一
コ
マ
に
す
ぎ
な
い
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
兼
実
周
辺
に
見
ら
れ
る
第
二
類
歌
へ
の
注
目
が
い
か
な
る
事

情
に
よ
る
も
の
か
、
兼
実
の
歌
の
師
、
藤
原
清
輔
が
示
す
大
中
臣
家
へ
の

関
心
の
高
さ
が
影
響
し
た
の
か（

14
）、
興
味
は
尽
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
考
究

は
も
は
や
稿
者
の
力
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
竜
頭
蛇
尾
の
そ
し
り
を

逃
れ
ぬ
が
、
こ
こ
で
擱
筆
と
す
る
。

＊
和
歌
本
文
の
引
用
は
、『
伊
勢
大
輔
集
』
第
三
類
は
『
私
家
集
大
成

中
古
Ⅱ
』（
明
治
書
院
）、
そ
の
他
の
引
用
お
よ
び
用
例
の
検
索
は
『
新

編
国
歌
大
観
CD
-RO
M
版
Ver2

』（
角
川
書
店
）
に
よ
り
、
私
に
表
記

を
改
め
た
。

【
註
】

（
１
）「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
平
安
私
家
集
系
統
一
覧
」（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

平

安
私
家
集

十
二
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
り
、
久
保
木
哲
夫
『
伊
勢

大
輔
集
注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢
刊
2
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）
で
補
っ
た
。

「
系
統
一
覧
」
は
第
二
、
三
類
を
さ
ら
に
Ａ
、
Ｂ
系
統
に
分
け
、
三
類
五
系
統
に
分

類
す
る
。『
注
釈
』
は
第
一
類
：
彰
考
館
本
と
同
系
統
の
三
手
文
庫
本
を
、『
私
家
集

大
成

中
古
Ⅱ
』「
伊
勢
大
輔
Ⅱ
」
は
第
二
類
：
伝
良
経
筆
本
と
同
系
統
の
書
陵
部

蔵
（
五
〇
一
・
五
一
）
本
を
そ
れ
ぞ
れ
底
本
と
す
る
。

（
２
）
東
海
大
学
蔵
本
は
141
歌
の
部
分
に
欠
脱
が
あ
る
。
同
類
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

（
五
〇
一
・
二
六
〇
）
本
や
時
雨
亭
文
庫
蔵
資
経
本
に
よ
っ
て
欠
脱
を
補
え
ば
総
歌

数
は
一
七
五
首
と
な
る
。

（
３
）
後
藤
祥
子
「
伊
勢
大
輔
集
覚
書
」（
森
本
元
子
編
『
和
歌
文
学
新
論
』
明
治
書
院
、

一
九
八
二
年
）。
同
「
家
集
の
虚
構
の
問
題
」（
伊
藤
博
他
編
『
王
朝
女
流
文
学
の
新

展
望
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
三
年
）
に
補
説
が
あ
る
。

（
４
）
田
中
登
「
伊
勢
大
輔
集

解
題
」（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

平
安
私
家
集

四
』

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
５
）
第
三
類
Ｂ
系
統
に
分
類
さ
れ
る
時
雨
亭
文
庫
蔵
定
家
監
督
書
写
本
の
「
解
題
」（
前

掲
注
（
４
））
に
、
Ａ
系
統
の
定
家
筆
臨
模
本
と
「
歌
序
は
完
全
に
一
致
し
て
い
な

が
ら
」、
歌
数
が
三
首
少
な
く
、
両
本
の
間
に
は
「
都
合
百
箇
所
以
上
に
も
わ
た
る

異
同
が
観
察
さ
れ
」
る
と
あ
る
。

（
６
）
中
西
智
子
「
紫
式
部
と
伊
勢
大
輔
の
贈
答
歌
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
―
「
作

り
手
」
圏
内
の
記
憶
と
連
帯
―
」（『
日
本
文
学
』
六
一
巻
一
二
号
、
二
〇
一
二
年

十
二
月
）。
早
く
は
寺
本
直
彦
「
源
氏
物
語
と
同
時
代
和
歌
と
の
交
渉
」（『
源
氏
物

語
受
容
史
論
考

続
編
』
風
間
書
房
、
一
九
八
三
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
７
）
石
橋
幸
子
「
伊
勢
大
輔
集

校
本
と
研
究
」（『
香
椎
潟
』
16
号
、
一
九
七
〇
年
九

月
）
が
、
各
類
間
の
異
同
を
一
覧
で
示
し
、
非
常
に
有
益
。
本
稿
も
多
大
な
恩
恵
を

受
け
た
。

（
８
）『
万
葉
集
』
巻
第
十
一
2711
に
第
二
句
「
木
の
葉
が
く
れ
て
」、
第
五
句
「
常
忘
ら
え

ず
」
と
し
て
載
る
。

（
９
）
西
田
友
美
「
忘
れ
水
の
恋
歌
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
28
号
、
一
九
九
二
年
九

月
）、
鈴
木
宏
子
「
忘
れ
水
」（
久
保
田
淳
他
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書

店
、
一
九
九
九
年
）。

（
10
）
第
三
類
79
、
80
歌
は
第
二
句
を
と
も
に
「
木
の
葉
の
下
」
と
す
る
。

（
11
）
89
、
90
歌
の
第
四
句
を
そ
れ
ぞ
れ
「
木
の
葉
ふ
り
し
く
」、「
か
へ
し
の
風
の
」
と

す
る
。

（
12
）『
新
編
国
歌
大
観
』
は
第
三
句
を
「
白
波
」
と
す
る
が
、
東
海
大
学
蔵
本
の
影
印

に
よ
り
改
め
た
。

（
13
）
上
野
理
氏
は
第
一
類
が
『
後
拾
遺
集
』
の
撰
集
資
料
と
な
っ
た
可
能
性
の
高
さ
を

指
摘
し
（『
後
拾
遺
集
前
後
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
後
藤

一
七

『
伊
勢
大
輔
集
』
の
和
歌
改
変
を
め
ぐ
る
一
考
察



祥
子
氏
は
「
摂
関
家
に
収
納
さ
れ
た
部
類
本
と
は
無
縁
な
所
で
後
拾
遺
集
編
纂
が
行

な
わ
れ
た
の
は
極
め
て
当
然
の
事
な
が
ら
、
編
者
通
俊
が
部
類
本
の
控
え
を
用
い
ず

（
恐
ら
く
初
め
か
ら
作
る
必
要
が
な
か
っ
た
）、
流
布
本
の
系
統
に
拠
っ
た
ら
し
い
所

に
流
布
本
の
内
容
を
作
者
に
最
も
近
い
も
の
と
見
做
す
親
族
の
評
価
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
」（
前
掲
注
（
３
）「
伊
勢
大
輔
集
覚
書
」）
と
記
す
が
、『
後
拾
遺
集
』

巻
第
五
・
秋
下
349
歌
、
巻
第
十
八
・
雑
四
1074
歌
な
ど
は
第
二
類
に
最
も
近
く
、『
伊

勢
大
輔
集
』
各
類
と
『
後
拾
遺
集
』
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
再
検
討
の
余
地
も
あ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）
芦
田
耕
一
「『
袋
草
紙
』
に
見
え
る
大
中
臣
家
を
め
ぐ
っ
て
―
六
条
藤
家
と
大
中

臣
家
―
」（『
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
文
学
科
編
』
８
巻
１
号
、
一
九
八
五
年

十
二
月
）
参
照
。

﹇
む
ら
ぐ
ち

し
ん
す
け

本
学
教
員
﹈

一
八

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
八
号
・
二
〇
一
七
年
六
月


