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六
三

藤
原
俊
成
が
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
（
以
下
「
俊
成
判
詞
」
と
略
す
）
で
「
源

氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
記
し
た
こ
と
に
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
が

歌
人
に
と
っ
て
必
読
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
す
る
の
は
、
俊
成
判
詞
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
。
細
川
幽
斎
が
『
耳
底
記
』
で
語
っ
て
い
る
通
り
、
中
世
の
歌
学
者
に

と
っ
て
歌
合
の
判
詞
を
検
討
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
『
岷
江
入
楚
』
に
み
ら
れ
る
解
釈
は
、
当
時
の
歌
壇
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

た
解
釈
と
推
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
、『
岷
江

入
楚
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
注
で
行
わ
れ
た
解
釈
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い

よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
花
宴
巻
の
解
釈
の
相
違
に
着
目
し
て
、
両
者
を
比
較
し

て
み
た
い
。

（
₁
）

一
　
程
な
く
明
ゆ
く

源
氏
が
朧
月
夜
と
一
夜
を
過
ご
し
た
夜
が
明
け
る
時
の
こ
と
を『
源
氏
物
語
』は

「
程
な
く
明
ゆ
く
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
注
に
『
岷
江
入
楚
』
は
「
春
の

み
し
か
よ
の
ふ
け
た
る
さ
ま
思
ふ
へ
し
」
と
春
の
夜
は
短
夜
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
花
宴
巻
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
春
の
花
の
季
節
で
あ
る
。
歌
人
と
し

て
は
秋
の
夜
長
に
対
し
て
春
の
夜
は
短
い
こ
と
を
ま
ず
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
小
学
館
の
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
、『
全
集
』
と
略
す
）

は
、「
官
能
の
時
間
が
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
る
」と
注
を
付
す
。
そ
こ
で
着
目
さ

れ
て
い
る
の
は
、
春
と
い
う
季
節
で
は
な
く
、
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
「
官
能
の
時

間
」
で
あ
る
。「
官
能
の
時
間
」
で
あ
れ
ば
、
仮
に
秋
の
夜
で
あ
っ
た
と
し
て
も

「
一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
去
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

小

髙

道

子

『
六
百
番
歌
合
』
判
詞
と
『
源
氏
物
語
』

―
古
注
と
現
代
語
訳

―
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六
四

二
　
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
俊
成
判
詞
の
「
え
ん
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
俊
成

判
詞
に
は
「
え
ん
」
と
い
う
語
が
「
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ
る
、

え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」「
そ
の
う
へ
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
」と

二
度
出
て
く
る
。
そ
し
て
後
者
の
後
に「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」

と
続
く
。
俊
成
の
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
い
う
判
詞
は
、

「
く
さ
の
は
ら
」
と
い
う
語
が
『
源
氏
物
語
』「
花
宴
」
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
こ

と
に
気
付
か
ず
に
、「
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
」
と
難
じ
た
「
右
方
」
を
「
右

方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
」
と
批
判
し
た
後
で
記
さ
れ
て

い
る
。 

こ
の
判
詞
に
つ
い
て
伊
井
春
樹
氏
は「
俊
成
の
想
念
に
は
光
源
氏
と
朧
月

夜
に
よ
る
情
趣
的
な
場
面
が
展
開
し
て
感
興
を
催
し
た
」
と
し
て
、
次
の
ご
と
く

記
さ
れ
た
。

俊
成
は
「
草
の
原
」
の
こ
と
ば
の
背
後
に
花
宴
巻
を
連
想
し
、
艶
な
る
内
容

と
し
て
受
容
し
て
い
る
。
つ
ま
り
俊
成
の
想
念
に
は
光
源
氏
と
朧
月
夜
に
よ

る
情
趣
的
な
場
面
が
展
開
し
て
感
興
を
催
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
良
経

の
歌
は
優
美
な
る
姿
を
持
っ
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
俊
成
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
味
わ
お
う
と
す
る
と
、
源
氏

物
語
の
美
的
情
趣
を
持
た
な
け
れ
ば
お
よ
そ
鑑
賞
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

俊
成
は
「
草
の
原
」
の
「
こ
と
ば
の
背
後
に
花
宴
巻
を
連
想
し
、
艶
な
る
内
容

と
し
て
受
容
し
」
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
俊
成
が
「
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん

（
₄
）

な
る
物
な
り
」
と
記
し
た
の
は
「
俊
成
の
想
念
に
」「
光
源
氏
と
朧
月
夜
に
よ
る
情

趣
的
な
場
面
が
展
開
し
て
感
興
を
催
し
た
」か
ら
で
あ
り
、「
俊
成
の
よ
う
に
こ
の

歌
を
味
わ
お
う
と
す
る
と
、
源
氏
物
語
の
美
的
情
趣
を
持
た
な
け
れ
ば
お
よ
そ
鑑

賞
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」と
記
し
た
俊
成
は
、
二
条
流
の
歌
学

者
に
と
っ
て
、
そ
の
言
説
が
判
断
の
基
準
に
な
る
重
要
な
歌
学
者
で
あ
っ
た
。
一

方
、
歌
合
に
つ
い
て
細
川
幽
斎
は
、「
歌
合
ほ
ど
重
宝
な
る
も
の
は
あ
ら
じ
古
人

の
批
判
を
直
ち
に
き
く
心
な
り
。
歌
合
と
い
ふ
歌
合
に
わ
が
見
ぬ
は
な
き
な
り
。

大
か
た
見
た
る
な
り
。」
と
烏
丸
光
広
に
語
っ
て
い
る
（『
耳
底
記
』
慶
長
三
年
九

月
九
日
）。
歌
合
は
「
古
人
の
批
判
」
を
知
る
事
が
出
来
る
、
歌
学
を
学
ぶ
上
で

重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、「
よ
き
判
者
の
を
み
る
」
の
が
「
習
」
で
あ
り
、「
千
五

百
番
」
歌
合
は
偏
頗
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
「
六
百
番
」
歌
合
が
良
い
と
幽
斎
は

言
う
。
幽
斎
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
歌
学
者
で
も
あ
る
通
勝
は
、『
岷
江
入
楚
』

に
「
故
人
此
物
語
称
美
事
」
と
し
て
「
俊
成
卿
六
百
番
歌
合
判
詞
に
お
よ
そ
源
氏

の
物
語
を
み
さ
ら
む
哥
よ
み
は
無
下
の
こ
と
な
り
と
云
々
」
と
記
す
。
こ
れ
ら
の

記
述
か
ら
、
幽
斎
や
通
勝
は
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
を
重
視
し
て
、
歌
学
の
視

点
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
俊
成
が
言
う

「
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え
ん
な
る
物
な
り
」
の
「
え
ん
」
は
、「
光
源
氏
と
朧
月
夜

に
よ
る
情
趣
的
な
場
面
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
歌
学
用
語
の
「
え
ん
」
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
情
趣
的
な
場
面
」
を
指
す
の
で
は
な
く
歌
学
用
語

の
「
え
ん
」
で
あ
る
な
ら
、
俊
成
判
詞
の
「
紫
式
部
歌
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く

筆
は
殊
勝
な
り
」
と
い
う
「
殊
勝
な
り
」
の
語
と
通
じ
る
。
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六
五

二
条
流
の
歌
学
者
に
と
っ
て
、
俊
成
の
こ
と
ば
は
、
歌
学
を
学
ぶ
た
め
の
重
要

な
規
範
で
あ
っ
た
。
歌
学
者
は
、
よ
り
良
い
和
歌
を
詠
む
た
め
に
『
源
氏
物
語
』

を
学
ん
だ
。
そ
の
た
め
、『
岷
江
入
楚
』を
は
じ
め
と
す
る
古
注
の
解
釈
は
、
歌
学

者
の
視
点
に
よ
る
解
釈
と
し
て
参
照
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん

朧
月
夜
の
和
歌
に
限
ら
ず
花
宴
巻
に
は
、『
岷
江
入
楚
』
が
高
く
評
価
す
る
和

歌
が
多
い
が
、
和
歌
で
は
な
い
本
文
に
つ
い
て
も
高
く
評
価
し
た
項
目
が
見
ら
れ

る
。

花　

古
今
哥
に
外
の
散
り
な
ん
後
そ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
花
に
い
ひ
を
し

へ
た
る
心
な
れ
は
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け

る
也　

定
家
卿
の
哥
は
お
ほ
く
は
此
物
語
よ
り
出
た
り
と
み
え
侍
り　

い
こ

ま
山
い
さ
む
る
花
に
み
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
の
た
ゆ
る
日
も
な
し　

と
よ
め

る
は
本
哥
の
雲
な
か
く
し
そ
と
い
へ
る
は
雲
を
い
さ
め
た
る
心
な
れ
は
や
か

て
心
を
と
り
て
い
さ
む
る
花
と
よ
み
侍
る
也　

こ
ゝ
の
詞
に
相
似
た
る
や
う

な
れ
は
よ
り
も
つ
か
ぬ
事
な
れ
と
筆
の
次
に
申
侍
る
也　

大
か
た
源
氏
な
と

を
一
見
す
る
は
哥
な
と
に
よ
ま
む
為
也　

よ
ま
む
に
と
り
て
は
本
哥
本
説
を

用
へ
き
や
う
を
し
ら
す
し
て
は
い
か
ゝ
と
思
ひ
給
へ
侍
れ
は
い
と
き
な
き
人

の
為
に
し
る
し
つ
け
侍
る
也

こ
の
「
外
の
散
り
な
む
と
や
を
し
へ
ら
れ
た
り
け
ん
」
と
い
う
表
現
は
、『
古

今
和
歌
集
』
の
「
見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
の
ち
ぞ
咲
か
ま

し
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
和
歌
に
は
「
を
し
へ
」
と
い
う
言
葉

は
な
い
。
教
え
る
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る

心
」
で
あ
る
の
で
、「
哥
の
詞
に
な
き
事
を
も
心
を
と
り
て
か
く
の
こ
と
く
か
け

る
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
本
歌
と
す
る
和
歌
に
は
な
い
言
葉
を
、
和

歌
の
意
味
を
用
い
て
詠
む
こ
と
の
例
と
し
て
定
家
の
「
い
こ
ま
山
い
さ
む
る
み
ね

に
ゐ
る
雲
の
う
き
て
思
ひ
は
き
ゆ
る
日
も
な
し
」（『
拾
遺
愚
草
』
二
〇
四
六
）
を

挙
げ
る
。
こ
の
歌
の
本
歌
と
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
和
歌
「
君
が
あ

た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と
も
」（『
新
古
今
和
歌

集
』
一
三
六
九
）
に
は
「
い
さ
む
る
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、「
雲
な
か
く
し

そ
」
と
い
う
の
は
「
雲
を
い
さ
め
」
た
「
心
」
で
あ
る
の
で
、「
い
さ
む
る
花
」
と

詠
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
定
家
の
和
歌
の
多
く
は
「
此
物
語
」
す
な

わ
ち
源
氏
物
語
「
よ
り
」
出
た
と
い
う
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
一
見
す
る
の
は
歌

な
ど
に
詠
む
た
め
で
有
り
、
詠
む
た
め
に
は
本
歌
本
説
の
用
い
方
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
書
き
付
け
た
と
『
花
鳥
余
情
』
は
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
様
な
歌
の
取
り
方
は
、「
外
の
ち
り
な
ん
」
と
記
し
た
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
本

文
を
「
手
本
」
と
し
て
い
る
と
、「
花
」「
箋
」
が
記
し
て
い
る
こ
と
を
『
岷
江
入

楚
』
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
本
歌
の
心
を
重
視
し
た
古
注
の
解
釈
に
対
し
て
『
全
集
』
は
「
宮
中

の
花
の
宴
の
盛
儀
の
後
で
、
私
宴
に
世
の
貴
紳
を
集
め
豪
遊
と
企
て
る
右
大
臣
家

の
権
勢
意
識
が
こ
め
ら
れ
る
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。
本
文
に
引
用
さ
れ
た
和
歌

に
対
す
る
注
釈
の
相
違
が
明
ら
か
で
あ
る
。

（
₃
）
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六
六

四
　
い
と
う
れ
し
き
物
か
ら

巻
末
の
「
い
と
う
れ
し
き
物
か
ら
」
に
つ
い
て
『
岷
江
入
楚
』
は
「
こ
と
う
れ

し
き
物
か
ら
」
と
し
て
次
の
注
を
付
す
。

花　

草
の
原
を
は
と
は
し
と
や
思
ふ
と
い
ひ
し
其
人
の
声
と
は
聞
き
な
せ
り　

う
れ
し
き
も
の
か
ら
の
結
語
お
も
し
ろ
く
書
な
せ
り　

か
つ
〳
〵
う
れ
し
く

は
あ
れ
と
も
い
ま
た
六
の
君
と
は
た
し
か
に
し
ら
ぬ
心
を
ふ
く
ま
せ
た
り　

箋
曰　

花
に
草
の
原
の
君
そ
と
凡
は
聞
な
し
た
れ
と
も
六
君
に
や
又
も
し
別

人
に
や
た
し
か
に
知
給
は
ぬ
心
云
　々

花
説
さ
も
有
ぬ
へ
し　

此
結
語
誠
に

物
語
の
眼
也　

源
氏
の
心
に
あ
く
か
れ
て
有
明
の
行
衛
を
尋
知
た
き
心
な
れ

は
此
時
其
人
と
た
し
か
に
知
ぬ
る
は
本
意
の
う
へ
の
本
望
也　

さ
れ
と
も
女

の
身
に
て
人
に
こ
そ
よ
れ
か
ろ
〳
〵
し
き
事
や
と
心
に
浅
く
思
給
よ
し
也　

源
氏
の
性
万
事
に
お
い
て
か
く
の
こ
と
し　

眼
を
付
へ
し

秘　

花
鳥
説
面
白
し　

但
師
説
此
結
語
は
返
哥
を
し
給
事
は
う
れ
し
く
は
あ

れ
と
も
女
の
身
に
と
り
て
は
ち
と
か
ろ
〳
〵
し
と
お
ほ
し
た
る
也　

是
源
氏

の
姓
也　

い
つ
く
に
も
此
心
あ
り　

弄
尋
あ
ひ
た
る
は
う
れ
し
け
れ
と
も
女
の
返
事
す
へ
き
事
の
さ
ま
は
然
へ
か

ら
す
と
思
ひ
給
心
あ
れ
は
物
か
ら
と
い
ひ
の
こ
し
た
り　

是
又
源
の
性
也　

花
鳥
の
説
も
其
故
あ
る
に
や　

五
六
の
間
未
分
明
云
　々

此
外
心
あ
り　

い

つ
れ
も
面
白
歟　

此
時
の
さ
ま
う
れ
し
け
れ
と
も
猶
あ
ち
き
な
く
物
思
ひ
な

る
へ
き
古
今
伝
受
路
を
こ
め
て
物
か
ら
と
い
へ
る
に
や
云
　々

感
あ
る
に
や

聞
書
に
は
う
れ
し
き
物
か
ら
か
ろ
〳
〵
し
き
と
也

箋
聞
に
は
五
六
君
未
分
明
事
云
　々

さ
て
箋
聞
に
も
青
表
紙
の
義
退
而
思
ふ
時
は
か
ろ
〳
〵
し
き
か
難
な
る
と
也　

師
説
云
々

私
云　

う
れ
し
き
物
は
か
ろ
〳
〵
し
き
か
正
説
也　

花
に
五
六
分
明
な
ら
ぬ

と
弄
ノ
義
ニ
い
よ
〳
〵
物
思
ひ
の
ま
す
と
云
は
異
説
也　

然
と
も
い
つ
れ
も

面
白
し
と
心
得
へ
し　

箋
秘
凡
源
氏
物
語
の
中
に
も
此
巻
す
く
れ
た
る
と
也　

六
百
番
判
に
も
紫
式

部
は
哥
よ
み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
の
上
花
の
宴
の
巻
は
こ
と
に
艶

な
る
物
也
云
々

巻
尾
に
記
さ
れ
た
こ
の
注
に
も
、
俊
成
判
詞
が
引
用
さ
れ
る
。『
花
鳥
余
情
』を

は
じ
め
と
す
る
『
岷
江
入
楚
』
が
継
承
し
た
古
注
は
、
俊
成
判
詞
を
念
頭
に
置
い

て
こ
の
巻
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
草
の
原
」の
和
歌
を
詠
ん
だ
朧

月
夜
を
「
天
性
の
歌
人
」
で
あ
る
と
表
現
し
、
俊
成
判
詞
を
念
頭
に
置
い
た
と
み

ら
れ
る
和
歌
の
詠
み
方
、
本
歌
の
取
り
方
、
和
歌
以
外
の
文
章
の
書
き
方
に
つ
い

て
の
注
記
が
多
く
見
ら
れ
る
。
古
注
は
俊
成
が
「
え
ん
」
と
表
現
し
た
言
葉
の
根

拠
を
、
男
女
の
情
愛
で
は
な
く
、
和
歌
や
文
章
の
表
現
方
法
に
見
い
だ
そ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
『
全
集
』
は
「
艶
」
の
語
を
用
い
て
次
の
ま
と
め
を
付
す
。

艶
麗
な
一
帖
。
春
の
朧
夜
、
微
酔
の
中
で
「
夢
幻
的
な
一
こ
ま
は
、
女
を
そ

れ
と
つ
き
と
め
て
、「
い
と
う
れ
し
き
も
の
か
ら
」と
結
ぶ
。
余
韻
が
長
く
尾

を
ひ
く
。
藤
原
俊
成
が
、「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
こ
と
な
り
」
と
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六
七

言
っ
た
の
は
、
こ
の
巻
の
幽
遠
な
情
緒
に
言
及
し
た
と
き
で
あ
る
。

俊
成
判
詞
は
「
草
の
原
」
の
語
を
用
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
歌
学
者
に
よ
り
検
討
さ
れ
、『
花
鳥
余
情
』な
ど
の
注
釈
書
に
継
承
さ

れ
て
い
る
。
俊
成
判
詞
の
「
え
ん
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た

い
。

注（
1
）　
『
六
百
番
歌
合
』『
耳
底
記
』『
岷
江
入
楚
』
の
引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
、
日
本

歌
学
大
系
、
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
る
。

（
2
）　

歌
学
者
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
研
究
に
つ
い
て
は
『
歌
よ
み
と
源
氏
物
語
』（『
中

京
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
〇
一
六
年
三
月
）
で
検
討
し
た
。

（
3
）　
「『
花
鳥
余
情
』
と
『
岷
江
入
楚
』」「
本
歌
取
と
本
歌
」（『
中
京
大
学
国
際
教
養
学

部
論
叢
』
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
₄
）　
「『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』（『
一
九
八
〇
年　

桜
楓
社
）。




