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「
新
勅
撰
集
」
中
の
実
朝
の
歌

松

原

多
仁
子

定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
は
、
全
て
、
建
暦
三
年
十
二
月
成
立
の
「
定
家
本
金
棟
集
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
実
朝
の

二
十
二
歳
ま
で
に
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
定
家
は
実
朝
の
い
か
な
る
傾
向
の
歌
を
、
自
撰
の
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
、
定
家
は
、
歌
人
実
朝
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
、
定
家
の
グ
実
朝
観
d
と
も
い
う
べ
き

も
の
を
把
握
し
て
み
た
い
と
考
え
て
、
ま
ず
、
定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
、
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
み
た
。

定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
の
中
に
は
、

雁
な
き
て
寒
き
あ
さ
け
の
つ
ゆ
霜
に
や
の
の
神
山
色
づ
き
に
け
り

風
寒
み
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
い
も
が
島
か
た
み
の
浦
に
千
鳥
鳴
く
也

古
里
の
本
荒
の
小
萩
い
た
づ
ら
に
み
る
人
な
し
に
咲
き
か
ち
る
覧

い
わ
ゆ
る
万
葉
調
の
歌
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
歌
が
万
葉
調
の
歌
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
一
首
全
体
の
調
べ
が
万
葉
的
で
あ
る
場
合
と
、

な
ど
の
、
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そ
の



用
語
が
万
葉
の
用
語
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
雁
な
き
て
寒
き
あ
さ
け
の
つ
ゆ
霜
に
や
の
の
神
山
色
づ
き
に
け
り
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻

十
の
「
妻
ど
も
る
矢
野
の
神
山
つ
ゆ
じ
も
に
に
ほ
ひ
そ
め
た
り
散
ら
ま
く
惜
し
も
」
よ
り
影
響
を
’
つ
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
や
の
の
神
山
」
の
句
は

「
八
代
集
」
の
歌
の
中
に
は
用
例
が
な
く
、
乙
れ
は
い
わ
ゆ
る
万
葉
の
語
句
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
実
朝
の
こ
の
一
首
は
、
調
べ
も
大
ら
か
で
の
び

の
び
と
し
て
お
り
、
用
語
・
調
べ
の
両
方
か
ら
、
万
葉
調
の
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。「
風
寒
み
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
い
も
が
島
か
た
み
の
浦
に
千
鳥

鳴
く
也
」
の
歌
は
、

「
万
葉
集
」
巻
六
の
「
ぬ
ば
玉
の
夜
の
ふ
け
行
け
ば
椴
生
ふ
る
清
き
河
原
に
千
鳥
し
ば
な
く
」
が
本
歌
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
・
四
句
の
「
い
も
が
島
か
た
み
の
浦
」
の
句
が
、
や
は
り
「
八
代
集
」
の
歌
の
中
に
は
用
例
が
み
ら
れ
ず
、
乙
れ
は
「
万
葉
集
」
巻
七
の
「
藻
刈
舟
沖
乙
ぎ

く
ら
し
妹
が
島
形
見
の
浦
に
た
づ
朔
る
見
ゆ
」
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
「
風
寒
み
」
の
歌
な
ど
も
、
ニ
句
切
の
調
べ
と
共
に
、
こ
の
よ
う
に
万
葉

の
語
句
を
み
ご
と
に
歌
い
こ
ん
で
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
万
葉
調
の
一
首
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。「
古
里
の
本
荒
の
小
萩
い
た
づ
ら
に
み
る
人
な

し
に
咲
き
か
ち
る
覧
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻
二
の
コ
両
円
の
野
べ
の
秋
萩
い
た
づ
ら
に
咲
き
か
ち
る
ら
む
み
る
人
な
し
に
」
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
、

本
歌
取
の
一
首
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
歌
取
と
い
う
技
法
上
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
新
古
今
時
代
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、一
首
の
調
べ
が
万
葉
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的
で
あ
り
、
歌
風
上
か
ら
は
こ
の
歌
な
ど
も
、
万
葉
調
の
一
首
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
な
お
、
「
古
里
の
本
荒
の
小
萩
」
の
用
例
は
、
「
新
古
今
集
」

巻
四
の
「
古
郷
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
咲
き
し
よ
り
夜
な
夜
な
庭
の
月
ぞ
う
つ
ろ
ふ
」
に
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
万
葉
調
の
歌
に
対
し
て
、
定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
実
朝
の
歌
の
中
に
は
、

ぬ
れ
て
折
る
袖
の
月
か
げ
ふ
け
に
け
り
雛
の
菊
の
花
の
う
へ
の
露

渡
の
原
八
重
の
し
ほ
路
に
と
ぷ
雁
の
つ
ば
さ
の
浪
に
秋
風
ぞ
吹
く

思
ひ
出
で
て
昔
を
忍
ぷ
袖
の
上
に
あ
り
し
に
あ
ら
ぬ
月
ぞ
宿
れ
る

世
に
ふ
れ
ば
う
き
言
の
は
の
数
毎
に
た
え
ず
涙
の
露
ぞ
置
き
け
る

の
ご
と
き
、
体
言
止
の
歌
体
と
い
い
、
「
つ
ば
さ
の
浪
」
「
う
き
言
の
は
」
「
涙
の
露
」
な
ど
の
語
句
と
い
い
、
ま
た
、
昔
を
忍
ぷ
涙
に
ぬ
れ
た
袖
に
月
が
う
つ

る
と
い
う
趣
向
と
い
い
、
全
く
時
流
の
新
古
今
調
の
歌
と
思
わ
れ
る
歌
も
、
一
方
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
分
量
か
ら
い
え
ば
先
の
万
葉
調
の
歌
よ
り
も
、



実
朝
の
こ
れ
ら
の
新
古
今
調
の
歌
の
方
が
、
は
る
か
に
多
く
「
新
勅
撰
集
」
に
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
新
勅
撰
集
」
中
の
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
の
う

ち
、
万
葉
調
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
五
首
ほ
ど
で
あ
り
、
あ
と
の
約
二
十
首
は
、
新
古
今
調
の
歌
と
い
う
乙
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
「
新
勅
撰
集
」
中
の
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
の
中
に
は
、

世
の
な
か
は
常
に
も
が
も
な
渚
乙
ぐ
彊
の
小
船
の
綱
手
か
な
し
も

思
出
で
て
夜
は
す
が
ら
に
音
を
ぞ
な
く
有
し
昔
の
世
々
の
ふ
る
ご
と

山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
ニ
心
わ
が
あ
ら
め
や
も

の
ご
と
き
、
個
性
的
な
歌
も
数
首
み
ら
れ
る
。「
世
の
な
か
は
常
に
も
が
も
な
諸
乙
ぐ
彊
の
小
船
の
綱
手
か
な
し
も
」
の
歌
の
「
常
に
も
が
も
な
」
の
句
は
、

「
万
葉
集
」
巻
一
の
「
河
の
上
の
ゆ
っ
磐
群
に
草
む
さ
ず
常
に
も
が
も
な
と
乙
処
女
に
て
」
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
「
綱
手
か
な
し
も
」
の
句
は
、

「
古
今
集
」
巻
二
十
の
「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
塩
釜
の
浦
乙
ぐ
舟
の
綱
手
か
な
し
も
」
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
乙
の
よ
う
に- 3 ー

万
葉
お
よ
び
古
今
の
句
を
用
い
な
が
ら
、
内
容
的
に
み
る
と
、
と
の
「
世
の
な
か
は
常
に
も
が
も
な
」
の
歌
の
も
つ
思
想
性
は
、
や
は
り
実
朝
独
自
の
も
の
で

あ
り
、
実
朝
の
個
性
的
な
歌
の
一
っ
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
思
出
で
て
夜
は
す
が
ら
に
音
を
ぞ
な
く
有
し
昔
の
世
々
の
ふ
る
ご
と
」
の
歌
は
、
「
金
椀
集
」
に
お

い
て
「
相
州
の
土
屋
と
い
ふ
所
に
、
年
九
十
に
あ
ま
れ
る
朽
法
師
あ
り
。
お
の
づ
か
ら
き
た
る
。
普
が
た
り
な
ど
せ
し
つ
い
で
に
、
身
の
た
ち
ゐ
に
堪
へ
ず
な

む
な
り
ぬ
る
こ
と
を
、
な
く
な
く
申
し
て
出
で
ぬ
。
時
に
老
と
い
ふ
乙
と
を
人
人
に
仰
せ
で
っ
か
う
ま
つ
ら
せ
し
つ
い
で
に
詠
み
侍
る
歌
」
と
い
う
詞
書
の
あ

る
、
五
首
連
作
中
の
一
首
で
あ
る
。
「
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
二
心
わ
が
あ
ら
め
や
も
」
の
歌
は
、
「
金
椀
集
」
に
お
け
る
詞
書
「
太
上
天

皇
御
書
下
預
時
歌
」
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
或
る
特
殊
な
事
情
の
も
と
に
生
ま
れ
た
、
実
朝
独
自
の
歌
で
あ
る
。「
世
の
な
か
は
常
に
も
が
も
な
」

の
歌
、
お
よ
び
「
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
」
の
歌
な
ど
は
、
歌
風
上
か
ら
は
先
の
万
葉
調
の
歌
の
中
に
入
れ
て
考
え
る
と
と
が
で
き
る
が
、
乙

れ
ら
の
歌
に
は
、
単
に
万
葉
調
の
歌
と
い
う
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
朝
の
人
生
観
な
り
、
将
軍
と
し
て
の
立
場

な
り
が
、
こ
れ
ら
の
歌
に
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
更
に
、
和
歌
の
技
巧
の
面
か
ら
見
た
場
合
に
、
定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
の
中
、
本
歌
取
の
歌
と
認
め
ら
れ



る
も
の
が
八
首
あ
る
。
実
朝
の
本
歌
取
の
歌
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
（
「
芸
文
研
究
」
第
二
十
一
号
「
実
朝
の
本
歌
取
の
歌
」
）
「
貞

享
本
金
塊
集
」
の
七
一
六
首
の
歌
の
う
ち
、
本
歌
取
の
歌
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
一
九
五
首
（
幻
%
）
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
本
歌
の
語
句
を
二
句
と
三
・
四
字

以
内
の
範
囲
で
と
っ
て
い
る
も
の
が
二
ハ
三
首
（
M
%
〉
、二
句
と
三
・
四
字
以
内
で
本
歌
の
語
句
を
と
り
、か
っ
、
四
季
の
歌
を
恋
・
雑
の
歌
に
、
恋
・
雑

の
歌
を
四
季
の
歌
に
よ
み
か
え
て
い
る
も
の
が
七
二
首
（
幻
%
）
み
ら
れ
た
。
い
ま
「
新
勅
撰
集
」
中
の
実
朝
の
本
歌
取
の
歌
を
み
て
い
く
と
、

新
勅
撰
集
中
の
実
朝
の
本
歌
取
の
歌

O
玉
藻
刈
る
ゐ
で
の
志
が
ら
み
春
か
け
て
咲
く
や
川
瀬
の
山
吹
の
花
（
秋
）

た
ま
も
刈
る
井
手
の
し
が
ら
み
う
す
み
か
も
恋
の
淀
め
る
わ
が
心
か
も
（
万
・
恋
）

O
道
の
べ
の
小
野
の
夕
霧
立
ち
か
へ
り
み
て
乙
そ
行
か
め
秋
萩
の
花
（
秋
）

春
ふ
か
み
井
手
の
川
浪
た
ち
か
へ
り
み
て
こ
そ
行
か
め
山
吹
の
花
（
拾
・
春
）
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O
渡
の
原
八
重
の
し
ほ
路
に
と
ぷ
雁
の
つ
ば
さ
の
浪
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
秋
）

は
る
か
な
る
常
世
は
な
れ
て
鳴
く
閥
刑
判
雲
の
衣
凶
秋

J
刷
矧
刻U

（
月
清
集
・
秋
）

O
雁
な
き
て
寒
き
あ
さ
け
の
つ
ゆ
霜
に
や
の
の
神
山
色
づ
き
に
け
り
（
秋
）

妻
ど
も
る
矢
｜
矧
倒
州
出
つ

l
馴
剰
叫
に
ほ
ひ
そ
め
た
り
散
り
ま
く
惜
し
も
（
万
・
秋
）

O
風
寒
み
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
い
も
が
島
か
た
み
の
浦
に
千
鳥
鳴
く
也
（
秋
）

ぬ
ば
玉
の
剖
似
劃
刷
矧
刷
同
椴
生
ふ
る
清
き
河
原
叫
千
鳥
し
ば
な
れ

U
（
万
・
秋
）

O
古
里
の
本
荒
の
小
萩
い
た
づ
ら
に
み
る
人
な
し
に
咲
き
か
ち
る
覧
（
秋
）

高
円
の
野
ベ
の
秋
萩
い
た
づ
ら
に
咲
き
か
ち
る
ら
む
み
る
人
な
し
に
（
万
・
揖
歌
）

O
我
恋
は
あ
は
で
ふ
る
野
の
小
笹
原
い
く
夜
迄
と
か
霜
の
置
く
ら
む
（
恋
）

い
そ
の
か
み
ふ
る
野
の
小
ざ
さ
霜
を
へ
て
一
夜
ば
か
り
に
残
る
年
か
な
（
新
古
・
冬
）



O
春
き
で
は
花
と
か
み
え
む
お
の
づ
か
ら
朽
木
の
柚
に
ふ
れ
る
白
雪
（
雑
〉

器
劃
引
凶
花
と
も
み
よ
し
と
片
岡
の
松
の
上
葉
に
淡
馴
剖
ぞ
ふ
る
（
新
古
・
春
）

「
玉
藻
刈
る
ゐ
で
の
志
が
ら
み
春
か
け
て
咲
く
や
川
瀬
の
山
吹
の
花
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻
十
一
の
「
た
ま
も
刈
る
井
手
の
し
が
ら
み
う
す
み
か
も
恋
の
淀

め
る
わ
が
心
か
も
」
の
恋
歌
を
本
歌
と
す
る
本
歌
取
の
歌
で
あ
り
、
本
歌
の
「
万
葉
集
」
の
句
を
二
句
と
り
、
ま
た
「
恋
歌
」
を
「
秋
歌
」
に
よ
み
か
え
て
い

「
道
の
べ
の
小
野
の
夕
霧
立
ち
か
へ
り
み
て
乙
そ
行
か
め
秋
萩
の
花
」
の
歌
は
、
「
拾
遺
集
」
巻
一
の
「
春
ふ
か
み
井
手
の
川
浪
た
ち
か
へ
り
み
て
乙
そ
行

るか
め
山
吹
の
花
」
を
本
歌
と
し
て
、
本
歌
の
語
句
を
二
句
と
三
字
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
歌
の
「
春
歌
」
を
「
秋
歌
」
に
よ
み
か
え
て
い
る
。

「
渡
の
原
八

重
の
し
ほ
路
に
と
ぷ
雁
の
つ
ば
さ
の
浪
に
秋
風
ぞ
吹
く
」
の
歌
は
、

歌
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
歌
の
語
句
を
一
句
と
四
字
と
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、

「
月
清
集
」
の
「
は
る
か
な
る
常
世
は
な
れ
て
鳴
く
雁
の
雲
の
衣
に
秋
風
ぞ
ふ
く
」
を
本

一
首
の
内
容
・
調
子
と
も
に
本
歌
と
よ
く
似
て
い
る
。「
雁
な

き
て
寒
き
あ
さ
け
の
つ
ゆ
霜
に
や
の
の
神
山
色
づ
き
に
け
り
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻
十
の
「
妻
ど
も
る
矢
野
の
神
山
つ
ゆ
じ
も
に
に
ほ
ひ
そ
め
た
り
散
ら
ま

く
惜
し
も
」
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
歌
の
「
万
葉
集
」
の
句
を
二
句
と
っ
て
い
る
。
「
風
寒
み
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
い
も
が
島
か
た
み
の
浦
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に
千
鳥
鳴
く
也
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻
六
の
「
ぬ
ば
玉
の
夜
の
ふ
け
行
け
ば
撒
生
ふ
る
清
き
河
原
に
千
鳥
し
ば
な
く
」
を
本
歌
と
し
て
い
て
、
本
歌
の
語

「
古
里
の
本
荒
の
小
萩
い
た
づ
ら
に
み
る
人
な
し
に
咲
き
か
ち
る

一
首
の
調
子
が
本
歌
と
似
て
い
る
。

句
を
一
句
と
六
字
ほ
ど
と
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、

覧
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
巻
二
の
「
高
円
の
野
ベ
の
秋
萩
い
た
づ
ら
に
咲
き
か
ち
る
ら
む
み
る
人
な
し
に
」
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
「
万
葉
集
」
の
乙
の
歌
は
「
拐
歌
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
秋
歌
」
に
よ
み
か
え
て
い
る
が
、
本
歌
の
句
を
三
句
と
二
字
と
っ
て
お
り
、
乙
の
点
に
お
い
て

は
い
さ
さ
か
取
り
過
ぎ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
「
我
恋
は
あ
は
で
ふ
る
野
の
小
笹
原
い
く
夜
迄
と
か
霜
の
置
く
ら
む
」
の
歌
は
、
「
新
古
今
集
」
巻
六

の
「
い
そ
の
か
み
ふ
る
野
の
小
ざ
さ
霜
を
へ
て
一
夜
ば
か
り
に
残
る
年
か
な
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
本
歌
取
の
歌
で
あ
り
、
本
歌
の
語
句
を
一
句
と
三
字
だ
け

と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
本
歌
の
「
冬
歌
」
を
「
恋
歌
」
に
よ
み
か
え
る
乙
と
も
し
て
い
る
。

「
春
き
て
は
花
と
か
み
え
む
お
の
づ
か
ら
朽
木
の
柏
に
ふ
れ
る
白

雪
」
の
歌
は
、
「
新
古
今
集
」
巻
一
の
「
春
き
て
は
花
と
も
み
よ
と
片
岡
の
松
の
上
葉
に
淡
ゆ
き
ぞ
ふ
る
」
を
本
歌
と
し
て
、
本
歌
の
語
句
を
ニ
句
ほ
ど
と
っ

て
い
る
。
ま
た
「
春
の
歌
」
を
「
雑
の
歌
」
に
よ
み
か
え
る
こ
と
も
し
て
い
る
。
定
家
は
、
本
歌
取
に
関
し
て
、
本
歌
の
句
を
三
句
と
る
こ
と
は
取
り
す
ぎ
で



あ
る
と
し
、
二
句
と
三
・
四
字
ま
で
本
歌
の
語
句
を
と
る
こ
と
を
認
め
、
ま
た
、
四
季
の
歌
を
恋
・
雑
の
歌
に
よ
み
か
え
、
恋
・
雑
の
歌
は
四
季
の
歌
に
よ
み

か
え
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
新
勅
撰
集
」
に
定
家
が
と
っ
て
い
る
実
朝
の
八
首
の
本
歌
取
の
歌
は
、
そ
の
だ
い
た
い
が
定
家

の
い
う
本
歌
取
の
技
法
に
あ
る
程
度
か
な
っ
た
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
定
家
は
「
新
勅
撰
集
」
に
実
朝
の
万
葉
調
の
歌
、
時
流
の
新
古
今
調
の
歌
、
両
方
の
傾
向
の
歌
を
共
に
と
り
、
更
に
「
世
の
な
か

は
常
に
も
が
も
な
」
や
「
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
」
な
ど
の
、
実
朝
独
自
の
歌
も
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
技
巧
の
面
か
ら
み
た
、
実
朝
の
本
歌

取
の
歌
を
も
八
首
、
定
家
は
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
。
で
は
、
実
朝
の
歌
の
師
匠
で
あ
っ
た
定
家
は
、
実
朝
を
歌
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
ま

た
指
導
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
新
勅
撰
集
」
に
お
け
る
主
な
る
歌
人
と
そ
の
入
集
状
況
と
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
次
の
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
E
h
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r
r
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乙
れ
に
よ
る
と
、
実
朝
の
二
十
五
首
と
い
う
入
集
歌
数
は
六
番
目
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
相
当
重
ん
じ
ら
れ
た
待
遇
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
「
新
勅
撰
集
」
に
は
武
家
の
歌
が
多
く
採
ら
れ
た
た
め
、
「
宇
治
川
集
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

か
と
思
う
が
、
定
家
が
実
朝
を
認
め
て
い
た
乙
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
さ
ら
に
「
毎
月
抄
」
に
み
ら
れ
る
定
家
の
作
歌
指
導
の
方
針
と
も
い
う
べ
き
次

の
事
柄
に
注
目
す
る
と
、
「
毎
月
抄
」
に
は
「
さ
き
に
し
る
し
申
し
候
ひ
し
十
鉢
を
ば
、
人
の
趣
を
見
て
さ
づ
く
べ
き
に
て
候
。
器
量
も
器
な
ら
ぬ
も
う
け
た

る
其
鉢
侍
る
べ
し
。
或
い
は
幽
玄
の
駄
を
’
つ
け
た
ら
ん
人
に
、
鬼
挫
の
様
を
よ
め
と
を
し
へ
、
又
長
高
様
を
得
た
る
輩
に
濃
駄
を
よ
め
と
を
し
へ
ん
事
は
、
何

か
よ
か
る
べ
き
」
。
「
我
こ
の
む
や
う
、
う
け
た
る
姿
な
れ
ば
と
て
、
此
駄
を
よ
め
と
得
ざ
ら
ん
人
に
を
し
へ
候
は
ん
事
、
返
々
遁
の
魔
障
に
て
候
べ
し
。
そ
の

人
の
よ
め
ら
ん
歌
を
能
々
見
し
た
た
め
て
後
に
、
風
幹
を
さ
づ
く
べ
き
に
て
候
」
。
「
た
だ
わ
が
よ
む
や
う
を
ま
な
べ
と
の
み
を
し
ふ
る
事
、
無
下
の
道
し
ら
ぬ

き
。
」
と
あ
り
、

に
て
侍
る
べ
し
。
も
し
わ
れ
に
乙
え
て
物
を
も
た
か
く
案
じ
、
す
ぐ
れ
た
る
姿
を
天
骨
と
よ
む
人
あ
ら
ん
に
、
か
や
う
に
提
揃
せ
ば
な
に
か
よ
ろ
し
く
侍
る
ベ

乙
れ
に
よ
る
と
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
・
つ
け
た
る
其
幹
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
歌
を
よ
む
人
で
あ
る
か
と
い



う
と
と
を
、
よ
く
知
っ
た
上
で
、
そ
の
人
に
ふ
さ
わ
し
い
風
幹
を
さ
ず
け
、
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
が
、
定
家
の
考
え
で
あ
り
、
指
導
の
方
針
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
家
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
歌
人
の
個
性
を
尊
重
す
る
態
度
で
指
導
に
の
ぞ
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
定
家
は
、
実
朝
の
歌
の
指
導
を
す
る
際
に
も
、
自
己
の
歌
風
を
実
朝
に
強
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
実
朝
が
万
葉
風
の
歌
を
よ
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、・も
ル
ア
も
と
、万
葉
の
歌
に
共
鳴
す
る
よ
う
な
大
ら
か
な
力
強
い
と
乙
ろ
が
、そ
の
性
格
の
中

に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
鎌
倉
と
い
う
素
朴
な
気
候
風
土
、
三
代
将
軍
と
い
う
地
位
環
境
な
ど
が
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
が
、
定
家
は
、
実
朝
が
「
万
葉
ぷ
り
」
を
「
，
つ
け
た
る
鉢
」
と
し
て
身
に
つ
け
た
歌
人
で
あ
る
乙
と
を
認
め
、
そ
の
個
性
を
尊
重
し
、
実
朝
が
万
葉
風
の
歌

を
よ
む
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
見
解
は
、
同
じ
く
「
毎
月
抄
」
の
「
万
葉
は
げ
に
代
も
あ
が
り
、

人
の
心
も
さ
え
て
、
今
の
世
に
ま
な
ぷ
と
も
さ
ら
に
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
。
殊
に
初
心
の
時
、
を
の
づ
か
ら
古
体
を
よ
む
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
但
、
稽
古
年
か
さ

な
り
風
骨
よ
み
定
ま
る
後
は
、
文
万
葉
の
や
う
を
存
ぜ
ざ
ら
ん
好
士
は
、
無
下
の
事
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
こ
に
よ
っ
て
、
う
か
が
い
知
る
乙
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
が
、
「
吾
妻
鏡
」
に
も
記
録
の
あ
る
ご
と
く
、
建
暦
三
年
実
朝
二
十
二
歳
の
秋
、

定
家
は
「
万
葉
集
」
を
実
朝
に
献
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
初
心
の
時
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は
万
葉
の
体
を
よ
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
定
家
が
、
こ
の
よ
う
に
白
か
ら
実
朝
に
「
万
葉
集
」
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
実
朝
が
す
で
に
あ
る

程
度
の
歌
よ
み
で
あ
る
こ
と
を
定
家
は
認
め
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
実
朝
が
「
万
葉
ぷ
り
」
を
「
う
け
た
る
幹
」
と
し
て
身
に
つ

け
て
い
る
歌
人
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
認
め
て
い
た
故
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
家
は
、
実
朝
が
万
葉
風
の
歌
を
よ
む
と
と
を
承
認
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
当
時
は
新
古
今
歌
風
の
全
盛
期
で
あ
り
、
定
家
は
新
古
今
時
代
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
定
家
の
指

導
の
も
と
に
、
実
朝
は
一
心
に
新
古
今
調
の
歌
に
つ
い
て
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
朝
が
は
じ
め
て
定
家
に
合
点
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
承
元
三
年
（
実
朝
十
八
歳
）
の
時
か
ら
、「
定
家
本
金
椀
集
」
の
成
立
し
た
建
暦
三
年
（
実
朝
二
十
二
歳
）
ま
で
の
「
吾
妻
鏡
」
の
記
録
を
み

て
み
る
と
「
承
元
三
年
八
月
十
三
日
、
知
親
京
都
よ
り
帰
参
し
、
定
家
の
合
点
を
加
え
た
る
歌
を
返
進
し
、
文
割
賦
凹
倒
州
組
側
劃
劇
叶
斗
樹
を
献
ず
。
六
義

風
体
の
事
を
内
々
尋
ね
た
る
に
よ
る
。
」
「
建
暦
二
年
九
月
二
日
、
筑
後
前
司
源
頼
時
京
都
よ
り
下
向
し
、
剣
劇
似
淵
創
出
削
利
動
刻
骨
骨
を
今
日
持
参
す
。
」

「
建
暦
三
年
八
月
十
七
日
、
藤
原
定
家
、
二
条
雅
経
に
付
し
、
先
日
実
朝
の
尋
ね
い
利
劇
刻
書
を
献
ず
。
殊
の
外
感
興
あ
り
。
」
「
建
暦
三
年
十
一
月
二
十
三
日
、



去
七
日
藤
原
定
家
の
献
じ
た
る
相
伝
の
私
本
万
葉
集
一
部
到
着
す
。
賞
翫
措
か
ず
、
重
宝
何
物
か
之
に
過
ぎ
ん
と
云
ふ
。
」
と
い
う
工
合
に
、
実
朝
の
求
め
に
応

じ
て
、
定
家
が
「
近
代
秀
歌
」
を
は
じ
め
「
和
歌
文
書
」
等
を
実
朝
に
贈
っ
た
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
し
、
ま
た
「
金
棟
集
」
の
歌
の
中
に
、
時
流
の

新
古
今
調
の
歌
が
あ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
実
朝
が
定
家
の
指
導
の
も
と
に
、
本
歌
取
の
技
法
を
は
じ
め
、
当
時
の
歌
風
の
吸
収
に

つ
と
め
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
定
家
が
「
新
勅
撰
集
」
に
と
っ
て
い
る
実
朝
の
二
十
五
首
の
歌
に
つ
い
て
考
察
し
、
ま
た
、
定
家
の
歌
論
書
に
み
る
作
歌
指
導
の
方
針
と
も
い
う
べ

き
事
柄
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
家
の
μ

実
朝
観
a
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
把
握
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
定
家
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
歌
人
の

個
性
を
尊
重
す
る
方
針
で
指
導
に
の
ぞ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、

初
心
の
う
ち
は
万
葉
風
の
歌
を
よ
む
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
な
が
ら
、
実
朝
に

「
万
葉
集
」
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自
撰
の
「
新
勅
撰
集
」
に
実
朝
の
歌
を
二
十
五
首
と
り
、
万
葉
調
の
歌
を
も
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
の
点

か
ら
、
定
家
は
、
実
朝
が
す
で
に
初
心
の
歌
よ
み
で
は
な
く
、あ
る
程
度
の
域
に
達
し
た
歌
人
で
あ
り
、
「
，
つ
け
た
る
鉢
」
と
し
て
「
万
葉
ぷ
り
」
を
身
に
つ

け
た
歌
人
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
認
め
、
時
流
の
新
古
今
歌
風
の
指
導
に
当
る
一
方
で
は
、
実
朝
が
万
葉
風
の
歌
を
よ
む
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

ハ
本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
第
十
二
回
大
会
に
お
い
て
研
究
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

- 8 ー


