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一　

古
今
和
歌
集
は
人
気
が
な
い
か
？

　

『
古
今
和
歌
集
』
は
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
り
、
古
典
中
の
古
典
と
し
て
、
千
百
年
余
り
に

わ
た
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
。
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
は
「
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
と
三

つ
の
歌
集
を
並
べ
た
単
元
が
設
け
ら
れ
て
い
る
し
、
日
本
史
に
お
い
て
も
、
最
初
の
勅
撰
和
歌
集

で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
は
、
文
化
史
上
の
特
筆
す
べ
き
出
来
事
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い

る
。
私
た
ち
は
学
校
教
育
の
中
で
『
古
今
集
』
に
出
会
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
在
『
古
今
集
』
の

人
気
は
あ
ま
り
高
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
代
の
私
た
ち
は
忙
し
い
。
知
り
た
い
こ
と

も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
山
ほ
ど
あ
る
。
古
色
蒼
然
と
し
た
古
典
文
学
、
と
り
わ
け
、
教

室
に
お
い
て
ほ
ん
の
数
回
遭
遇
し
た
だ
け
の
古
典
和
歌
が
、
読
者
を
獲
得
で
き
な
い
の
も
仕
方
が

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

け
れ
ど
も
書
店
を
歩
く
と
、
古
典
和
歌
の
本
も
そ
れ
な
り
に
書
架
に
並
ん
で
お
り
、
手
に
取
る

人
々
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
万
葉
集
』。
日
本
最
古
の
歌
集
、
古
代
人
の
息

吹
に
触
れ
る
、
天
皇
か
ら
庶
民
ま
で
の
歌
を
集
め
た
「
国
民
歌
集
」（＊
１
）と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

十
分
に
私
た
ち
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
。
ま
た
『
百
人
一
首
』。「
百
」
と
い
う
区
切
り
の
よ
い
ワ
ン

セ
ッ
ト
、
個
々
の
歌
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
競
技
カ
ル
タ
と
の
結
び
つ
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素

が
現
在
の
読
者
の
興
味
を
誘
っ
て
い
る
。
ひ
と
た
び
手
に
取
っ
て
み
れ
ば
、
古
典
和
歌
は
案
外
面

白
い
。
そ
し
て
『
百
人
一
首
』
の
四
分
の
一
は
『
古
今
集
』
由
来
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　
　
　　

　
　

二　

正
岡
子
規
の
呪
縛

　

古
典
文
学
に
興
味
の
あ
る
人
々
が
『
古
今
集
』
を
敬
遠
す
る
と
し
た
ら
、
近
代
短
歌
の
黎
明
期

近
代
短
歌
の
中
の
古
今
和
歌
集
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岡
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明
治
期
に
短
詩
型
の
革
新
を
志
し
た
正
岡
子
規
は
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
に
お
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
は
「
く
だ
ら
ぬ
集
」
で
あ
り
、
紀
貫
之
は
「
へ
た
な
歌
よ
み
」
で
あ
る
と
痛
罵
し
た
。
こ
の
文

章
は
、
時
代
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
『
古
今
集
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し
子
規
自
身
の
最
晩
年
の
歌
の
中
に
も
、『
古
今
集
』
的
な
「
こ
こ
ろ
」
や

「
こ
と
ば
」
の
伝
統
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
短
歌
と
古
典
和
歌
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
連
続
性
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
、
文
学
や
言
語
に
つ
い
て
の
よ
り
豊
か
な
考
察
が
可
能

に
な
る
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
和
歌
（W

aka

）　

近
代
短
歌
（T

anka

）　

古
今
和
歌
集
（K

okinw
akasyuu

）　

正
岡
子
規
（M

asaoka Shiki

）　

歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
（U

tayom
iniatafurusyo

）
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に
お
け
る
正
岡
子
規
（
慶
応
三
年
〈
一
八
六
七
〉
〜
明
治
三
十
五
年
〈
一
九
〇
二
〉）
の
痛
罵
が
、

未
だ
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

短
歌
の
革
新
を
志
し
た
子
規
が
、
ま
ず
は
伝
統
の
要
に
位
置
す
る
『
古
今
集
』
に
一
撃
を
加
え

る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
事
実
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
）
二
月
十
四
日
に
新
聞
『
日
本
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の

冒
頭
部
分
で
あ
る
。　

貫
之
は
へ
た
な
歌
よ
み
に
て
『
古
今
集
』
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
。
そ
の
貫
之
や
『
古
今

集
』
を
崇
拝
す
る
は
誠
に
気
の
知
れ
ぬ
こ
と
な
ど
と
申
す
も
の
の
、
実
は
か
く
申
す
生
も
数

年
前
ま
で
は
『
古
今
集
』
崇
拝
の
一
人
に
て
候
ひ
し
か
ば
、
今
日
世
人
が
『
古
今
集
』
を
崇

拝
す
る
気
味
合
は
能
く
存
申
候
。
崇
拝
し
て
ゐ
る
間
は
誠
に
歌
と
い
ふ
も
の
は
優
美
に
て

『
古
今
集
』
は
殊
に
そ
の
粋
を
抜
き
た
る
者
と
の
み
存
候
ひ
し
も
、
三
年
の
恋
一
朝
に
さ
め

て
見
れ
ば
、
あ
ん
な
意
気
地
の
な
い
女
に
今
ま
で
ば
か
さ
れ
て
を
つ
た
事
か
と
、
く
や
し
く

も
腹
立
た
し
く
も
相
成
候
。
先
づ
『
古
今
集
』
と
い
ふ
書
を
取
り
て
第
一
枚
を
開
く
と
直
ち

に
「
去
年
と
や
い
は
ん
今
年
と
や
い
は
ん
」
と
い
ふ
歌
が
出
て
来
る
、
実
に
呆
れ
返
っ
た
無

趣
味
の
歌
に
有
之
候
。
日
本
人
と
外
国
人
と
の
合
い
の
子
を
日
本
人
と
や
申
さ
ん
外
国
人
と

や
申
さ
ん
と
し
や
れ
た
る
と
同
じ
事
に
て
、
し
や
れ
に
も
な
ら
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
歌
に
候
。
こ
の

外
の
歌
と
て
も
大
同
小
異
に
て
駄
洒
落
か
理
屈
ッ
ぽ
い
者
の
み
に
有
之
候
。

（「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」）（＊
２
）

　

右
の
文
章
の
中
で
子
規
は
、『
古
今
集
』
と
、
そ
の
撰
者
の
一
人
で
あ
り
代
表
的
な
歌
人
で
あ

る
紀
貫
之
を
、「
く
だ
ら
ぬ
集
」「
へ
た
な
歌
よ
み
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
く
だ
ら
な
い
歌
の
代

表
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
古
今
集
』
春
歌
上
巻
の
巻
頭
を
飾
る
「
年
内
立
春
」
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　

ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る　
　
　

在
原
元
方

　
　

年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は
む

（
古
今
集
・
春
上
・
一
）

　
　
　
　
　

旧
年
中
に
立
春
と
な
っ
た
日
に
詠
ん
だ
歌

　
　
　

暦
の
上
で
は
ま
だ
十
二
月
だ
と
い
う
の
に
、
早
く
も
春
が
訪
れ
た
。
こ
の
一
年
を
去
年
と

言
お
う
か
、
そ
れ
と
も
今
年
と
言
お
う
か
。

　

「
年
内
立
春
」
と
は
、
暦
上
の
元
旦
よ
り
も
先
に
立
春
が
訪
れ
る
現
象
で
あ
る
。
平
安
時
代
に

用
い
ら
れ
て
い
た
暦
は
、
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
と
太
陽
の
一
年
間
の
運
行
の
双
方
を
生
か
し
た
、

太
陰
太
陽
暦
で
あ
る
。
本
来
な
ら
、
元
旦
と
立
春
（
冬
至
か
ら
数
え
て
四
十
五
日
目
）
が
一
致
す

る
の
が
望
ま
し
い
の
だ
が
、
太
陽
と
月
の
サ
イ
ク
ル
が
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
た
め
に
、
年
に
よ
っ

て
は
立
春
が
元
旦
に
先
行
す
る
、
つ
ま
り
旧
年
中
に
立
春
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

現
象
を
「
年
内
立
春
」
と
い
い
、
平
安
時
代
に
は
案
外
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た（
＊
３
）。

　

『
古
今
集
』
は
、
暦
の
小
さ
な
矛
盾
を
面
白
が
り
、
予
定
よ
り
ほ
ん
の
少
し
早
く
や
っ
て
き
た

春
を
寿
ぐ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
子
規
が
「
駄
洒
落
」
と
切
っ
て
捨
て
た
「
去
年
と
や
言
は
む
今
年

と
や
言
は
む
」
と
い
う
疑
問
は
、
い
か
に
も
『
古
今
集
』
ら
し
い
「
春
の
喜
び
」
の
表
現
な
の
で

あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
古
今
集
』
巻
頭
歌
は
、
平
安
時
代
は
い
う
ま
で
も
な
く
江
戸
時
代
の
末
期
に
い
た

る
ま
で
、
文
学
作
品
の
中
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
平
安
末
の
歌
人
藤
原
俊
成
は
、
歌
論

書
『
古
来
風
体
抄
』
の
中
で
「
こ
の
歌
、
ま
こ
と
に
理
強
く
、
ま
た
、
を
か
し
く
も
聞
え
て
、
あ

り
が
た
く
詠
め
る
歌
な
り
」
と
激
賞
し
て
い
る
し
、「
年
内
立
春
」
そ
の
も
の
も
、
古
典
和
歌
の

重
要
な
歌
題
（
和
歌
を
創
作
す
る
時
の
テ
ー
マ
）
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
影
響
は

和
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
壁
を
越
え
て
、
広
く
誹
諧
や
狂
歌
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（
＊
４
）。
近
代
以
前
に
、
こ
の
歌
に
は
、
長
く
豊
か
な
享
受
の
歴
史
が
あ
っ
た
。

　

子
規
の
主
張
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
彼
は
、
実
は
『
古

今
集
』
に
も
褒
め
る
べ
き
点
が
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
以
外
に
新
し
い
歌
風
を
生
み

出
し
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
問
題
な
の
は
『
古
今
集
』
の
模
倣
に
終
始
し
た
後
世
の
人

間
で
あ
る
と
述
べ
て
、

　
　

何
代
集
の
彼
ン
の
と
申
し
て
も
、
皆
古
今
の
糟
糠
の
糟
糠
の
糟
糠
の
糟
糠
ば
か
り
に
御
座
候
。

（「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」）

と
酷
評
す
る
。
子
規
が
攻
撃
し
て
い
る
の
は
、『
古
今
集
』
そ
の
も
の
よ
り
も
、
伝
統
を
墨
守
し

つ
づ
け
る
態
度
や
、
旧
態
依
然
た
る
歌
に
甘
ん
じ
て
い
る
同
時
代
の
歌
人
た
ち
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
子
規
の
文
章
は
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
の
力
も
あ
っ
て
、
彼
の
思
惑
以
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上
に
『
古
今
集
』
を
痛
め
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
岡
信
氏
が
、『
古
今
集
』
や
紀
貫

之
の
名
誉
回
復
を
図
る
立
場
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。

　
　

彼
自
身
は
必
ず
し
も
古
今
集
や
貫
之
そ
の
も
の
を
ま
な
じ
り
を
決
し
て
否
定
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
」

と
い
う
冒
頭
の
挑
発
的
な
断
言
は
、
正
確
に
、
深
々
と
、
た
ぶ
ん
子
規
自
身
の
意
図
を
も
は

る
か
に
上
回
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
影
響
力
を
も
っ
て
、
明
治
三
十
年
代
の
詩
歌
界
に
突

刺
さ
っ
た
。 

（『
紀
貫
之
』）（＊
５
）

　

幕
末
に
地
方
の
下
級
士
族
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
志
を
も
っ
て
上
京
し
、
そ
の
短
い
生
涯
に
お

い
て
短
詩
型
の
革
新
運
動
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
子
規
に
は
、
雅
や
か
な
文
学
の
中
心
と
目
さ
れ

て
き
た
『
古
今
集
』
の
伝
統
を
、
ひ
と
た
び
断
ち
切
っ
て
み
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
子
規
の
文
章

は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
訴
え
か
け
る
力
を
持
つ
が
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
の
生
き
た

時
代
の
価
値
観
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

　

歌
の
読
み
方
、
あ
る
い
は
文
学
の
読
み
方
に
は
、
豊
饒
な
多
様
性
が
あ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
、
特
に
国
語
教
育
に
関
わ
る
者
は
子
規
の
呪
縛
か
ら
自
由
に
な
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

多
く
の
人
に
と
っ
て
、
古
典
和
歌
と
の
最
初
の
出
会
い
の
場
は
、
小
学
校
や
中
学
校
の
授
業
な
の

で
あ
る
。三　

子
規
の
中
に
生
き
続
け
る
古
今
集

　

「
あ
ん
な
意
気
地
の
な
い
女
に
今
ま
で
ば
か
さ
れ
て
を
つ
た
事
か
」
と
覚
醒
し
た
は
ず
の
子
規

で
あ
っ
た
が
、
で
は
彼
の
歌
は
本
当
に
、『
古
今
集
』
の
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

た
し
か
に
『
古
今
集
』
歌
を
特
徴
づ
け
る
序
詞
・
掛
詞
・
縁
語
と
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
子

規
の
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
枕
詞
は
時
折
見
ら
れ
る
）。
し
か
し
、
そ
の
感
情
や
感
性

の
中
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
も
意
識
し
な
い
ま
ま
に
、『
古
今
集
』
の
余
韻
が
残
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
死
の
前
年
に
あ
た
る
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
五
月

四
日
に
詠
ま
れ
た
、「
し
ひ
て
筆
を
と
り
て
」
と
題
す
る
連
作
十
首
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

　
　

佐
保
神
の
別
れ
か
な
し
も
来
ん
春
に
ふ
た
た
び
逢
は
ん
わ
れ
な
ら
な
く
に（

十
首
中
の
一
首
目
）

　
　

い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我
目
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
行
か
ん
と
す（

十
首
中
の
二
首
目
）

　
　

別
れ
ゆ
く
春
の
か
た
み
と
藤
波
の
花
の
長
ふ
さ
絵
に
か
け
る
か
も

（
十
首
中
の
五
首
目
）（＊
６
）

　

こ
の
年
、
子
規
の
病
状
（
脊
椎
カ
リ
エ
ス
）
は
、
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
。
子
規
庵
の

庭
に
咲
く
春
の
草
花
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
こ
れ
が
最
後
の
春
、
最
後
の
花
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
い
ち
は
つ
、
牡
丹
、
山
吹
、
藤
、
薔
薇
と
一
つ
一
つ
の
花
を
歌
い
、
慈
し
み
な
が
ら
、
子

規
は
自
分
の
命
を
も
愛
惜
す
る
。

　

掲
出
歌
一
首
目
の
「
佐
保
神
」
は
春
の
女
神
の
こ
と
で
、
別
名
「
佐
保
姫
」
と
も
い
い
、
古
典

和
歌
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
歌
こ
と
ば
で
あ
る（
＊
７
）。
子
規
は
去
っ
て
い
く
春
を
擬
人
化
し
て
、

別
れ
を
悲
し
み
、「
来
ん
春
に
ふ
た
た
び
逢
は
ん
わ
れ
な
ら
な
く
に
」
│
│
来
年
や
っ
て
く
る
春

に
再
会
で
き
る
我
が
身
で
は
な
い
の
に
、
と
歌
う
。

　

二
首
目
の
「
い
ち
は
つ
」
は
ア
ヤ
メ
科
の
花
で
、
五
月
頃
に
白
や
紫
色
の
花
が
咲
く
。
梅
が
終

わ
り
、
桜
も
散
っ
て
、
と
う
と
う
「
い
ち
は
つ
」
が
咲
い
た
。
子
規
に
と
っ
て
の
最
後
の
春
が
過

ぎ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

次
は
「
藤
」
の
歌
。「
い
ち
は
つ
」
が
古
典
和
歌
に
は
用
例
の
少
な
い
花
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
藤
」
は
春
の
終
わ
り
、
あ
る
い
は
夏
の
始
ま
り
を
告
げ
る
花
と
し
て
、
長
く
詠
み
継
が
れ
て
き

た
。「
藤
波
」
も
古
典
和
歌
由
来
の
こ
と
ば
。
子
規
の
藤
の
歌
と
し
て
は

　
　

瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
み
じ
か
け
れ
ば
畳
の
上
に
と
ど
か
ざ
り
け
り（

明
治
三
十
四
年
四
月
）

が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、「
そ
の
主
張
す
る
写
生
の
方
法
を
順
直
に
実
践
し
た
歌
」
と
言
わ
れ
る

が（
＊
８
）、「
別
れ
ゆ
く
」
の
歌
で
は
、「
藤
」
は
あ
り
の
ま
ま
の
事
物
で
は
な
く
、「
春
の
か
た
み
」

と
し
て
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
連
作
に
つ
い
て
粟
津
則
雄
氏
は
、「
対
象
を
見
る
ま
な
ざ
し

と
お
の
れ
の
い
の
ち
を
見
る
ま
な
ざ
し
と
が
ひ
と
つ
に
と
け
あ
っ
て
い
て
、
そ
の
姿
は
ま
こ
と
に

美
し
い
」
と
評
し
て
い
る
が（
＊
９
）。
そ
の
よ
う
な
自
然
と
人
事
の
融
け
合
っ
た
様
は
、
実
は
『
古



（14）

千葉大学教育学部研究紀要　第65巻　Ⅱ．人文・社会科学系

─ 491 ─

今
集
』
と
通
じ
あ
う
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

四　

惜
春
の
歌

　

去
っ
て
行
く
春
を
惜
し
む
こ
と
を
「
惜
春
」
と
い
う
。
散
る
花
を
嘆
き
、
春
の
時
間
を
惜
し
む

こ
と
は
、『
古
今
集
』
春
歌
に
遍
在
す
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
移
ろ
っ
て
い
く
春
や
花
と
、
人
生

や
命
を
重
ね
て
考
え
る
歌
は
、『
古
今
集
』
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
。

　
　

春
ご
と
に
花
の
盛
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
こ
と
は
命
な
り
け
り

（
古
今
集
・
春
下
・
九
七
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　

春
が
来
る
ご
と
に
、
花
盛
り
の
時
は
必
ず
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
出
会
え
る
の
は
、

命
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
な
あ
。

　
　

花
の
ご
と
世
の
常
な
ら
ば
過
ぐ
し
て
し
昔
は
ま
た
も
帰
り
来
な
ま
し

（
古
今
集
・
春
下
・
九
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　

花
が
毎
年
咲
く
よ
う
に
、
こ
の
世
が
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
昔
も
、
ま
た
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
に
。

　

ま
た
『
古
今
集
』
の
中
に
は
、
子
規
の
「
別
れ
ゆ
く
」
の
歌
の
よ
う
に
、
季
節
を
擬
人
化
し
て
、

そ
の
「
形
見
（
＝
思
い
出
の
よ
す
が
）」
を
詠
じ
る
歌
も
あ
る
。

　
　

梅
が
香
を
袖
に
移
し
て
留
め
て
ば
春
は
過
ぐ
と
も
形
見
な
ら
ま
し

（
古
今
集
・
春
上
・
四
六
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
　
　

梅
の
花
の
香
を
袖
に
移
し
て
留
め
て
お
い
た
な
ら
、
春
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
ち
も
形
見

の
品
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　

桜
色
に
衣
は
深
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む
後
の
形
見
に

（
古
今
集
・
春
上
・
六
六
・
紀
有
朋
）

　
　
　

着
物
は
桜
色
に
深
く
染
め
て
着
よ
う
。
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
の
ち
の
形
見
の
品
と
な
る

よ
う
に
。

ち
な
み
に
、
季
節
の
形
見
と
い
う
発
想
は
『
万
葉
集
』
に
は
未
だ
見
ら
れ
ず
、『
古
今
集
』
か
ら

始
ま
っ
て
、
後
の
時
代
の
歌
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
春
歌
下
巻
の
最
末
尾
に
は
、「
惜
春
」
の
思
い
を
正
面
か
ら
詠
じ
た
歌
群
（
一
二
六

番
歌
〜
一
三
四
番
歌
）
が
あ
る
。
そ
の
中
の
二
首
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
興
風

　
　

声
絶
え
ず
鳴
け
や
鶯
一
年
に
ふ
た
た
び
と
だ
に
来
べ
き
春
か
は（

古
今
集
・
春
下
・
一
三
一
）

　
　
　
　

三
月
の
晦
日
の
日
、
雨
の
降
り
け
る
に
藤
の
花
を
折
り
て
、
人
に
つ
か
は
し
け
る

在
原
業
平　

　
　

濡
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
う
ち
に
春
は
幾
日
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

（
古
今
集
・
春
下
・
一
三
三
）

　
　一

三
一
は
、
一
年
に
二
度
と
な
い
春
な
の
だ
か
ら
、
声
を
絶
や
さ
ず
に
鳴
い
て
お
く
れ
、
と
鶯
に

呼
び
か
け
る
歌
で
あ
る
。
一
三
三
は
、
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
在
原
業
平
の
歌
。
こ
の
歌
に
は

『
古
今
集
』
と
し
て
は
長
め
の
詞
書
（
歌
集
に
お
い
て
和
歌
の
前
に
付
さ
れ
る
、
歌
が
詠
ま
れ
た

事
情
を
簡
単
に
伝
え
る
文
章
の
こ
と
）
が
あ
っ
て
、
三
月
末
の
雨
の
日
に
、
藤
の
花
│
│
前
述
の

と
お
り
春
の
最
後
の
花
で
あ
る
│
│
を
手
折
っ
て
、
人
に
贈
る
時
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
歌
意
は
、「
雨
に
濡
れ
る
こ
と
も
厭
わ
ず
に
、
あ
な
た
の
た
め
に
折
り
取
っ
た
藤
の

花
な
の
で
す
。
一
年
の
う
ち
に
春
は
も
う
幾
日
も
残
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
」
と
い
う
も
の
。

い
ず
れ
の
歌
も
、
春
の
名
残
を
惜
し
み
、
二
度
と
な
い
時
間
を
最
後
ま
で
楽
し
み
尽
く
そ
う
と
い

う
思
い
を
詠
じ
て
い
る
。
享
楽
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
底
に
は
、
時
が
無
常
で
あ
る
こ

と
へ
の
悲
し
み
が
潜
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
古
今
集
』
の
感
性
は
、
子
規
の
「
し
ひ
て
筆
を
と
り
て
」
連
作
の
中
に
流
れ
て

い
る
気
分
と
重
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
最
後
の
春
だ
と
い
う
感
慨
を
抱
い
た
と
き（
＊
10
）、

子
規
の
中
に
消
え
残
っ
て
い
た
『
古
今
集
』
の
「
こ
こ
ろ
」
や
「
こ
と
ば
」
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
、

こ
れ
ら
の
歌
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
規
は
連
作
の
末
尾
に
「
心
弱
く
と
こ

そ
人
の
見
る
ら
め
（
何
と
気
弱
な
こ
と
か
と
人
は
見
る
だ
ろ
う
）」
と
添
え
書
き
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
連
作
の
中
に
は
、
創
作
者
で
あ
る
子
規
自
身
を
も
戸
惑
わ
せ
る
よ
う
な
、
不
可
思
議
な
古
典

和
歌
の
力
が
働
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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五　

私
た
ち
の
「
こ
と
ば
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
耕
す

　

古
典
和
歌
と
近
代
短
歌
の
あ
い
だ
に
は
、
三
十
一
文
字
の
定
型
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
続

性
が
あ
る
。
そ
の
連
続
性
は
、
古
典
和
歌
の
伝
統
を
否
定
し
て
見
せ
る
所
か
ら
出
発
し
た
正
岡
子

規
の
、
最
晩
年
の
名
歌
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
古
典
和
歌
と
近
代
短
歌
の
あ
い

だ
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
み
る
こ
と
か
ら
、「
歌
」
を
読
む
た
め
の
新
し
い
視
点
が
開
け
て
く
る
。

そ
う
し
た
試
み
は
、
現
代
の
私
た
ち
の
「
こ
と
ば
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
豊
か
に
耕
す
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

＊
『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
、
小
町
谷
照
彦
氏
校
訳
注
『
古
今
和
歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・

二
〇
一
〇
年
）
に
よ
る
が
、
私
に
漢
字
を
あ
て
た
箇
所
が
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
品
田
悦
一
氏
『
万
葉
集
の
発
明
│
国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
│
』（
新
曜
社
・

二
〇
〇
一
年
）
は
、「
国
民
文
学
万
葉
集
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
明
治
中
葉
に
創
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

（
２
）
引
用
は
『
子
規
全
集　

巻
七
』（
講
談
社
・
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（
３
）
神
尾
暢
子
氏
「
在
原
元
方
と
立
春
映
像
」（『
王
朝
国
語
の
表
現
映
像
』
新
典
社
・
一
九
八

二
年
）
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、
年
内
立
春
は
平
均
し
て
一
・
七
年
に
一
回
の

頻
度
で
起
き
て
い
る
。

（
４
）
鈴
木
健
一
氏
「
年
内
立
春
歌
の
転
生
」（『
江
戸
古
典
学
の
論
』
汲
古
書
院
・
二
〇
一
一

年
）。

（
５
）
大
岡
信
氏
『
紀
貫
之
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
一
年
）。

（
６
）
引
用
は
、
久
保
田
淳
氏
監
修
・
村
尾
誠
一
氏
校
注
『
竹
乃
里
歌　

和
歌
文
学
大
系
25
』

（
明
治
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

（
７
）『
古
今
集
』
に
は
「
佐
保
神
」
は
見
ら
れ
な
い
が
、
秋
を
擬
人
化
し
た
「
竜
田
姫
」
を
詠

ん
だ
歌
は
あ
る
。「
竜
田
姫
手
向
く
る
神
の
あ
れ
ば
こ
そ
秋
の
木
の
葉
の
幣
と
散
る
ら
め
」（
秋

下
・
二
九
八
・
兼
覧
王
）。

（
８
）
木
俣
修
氏
『
近
代
短
歌
の
鑑
賞
と
批
評
』（
明
治
書
院
・
一
九
六
四
年
）。

（
９
）
粟
津
則
雄
氏
『
朝
日
評
伝
選　

正
岡
子
規
』（
朝
日
新
聞
社
・
一
九
八
二
年
）。

（
10
）
子
規
が
亡
く
な
る
の
は
翌
年
の
九
月
十
七
日
で
あ
る
。
彼
は
も
う
一
度
、
春
に
会
う
こ
と

が
で
き
た
。
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