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一

藤
原
俊
成
が
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
詞
で
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事

な
り
」
と
記
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
草

の
原
」の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、『
花
鳥
余

情
』『
岷
江
入
楚
』
を
中
心
に
し
て
、「
草
の
原
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

一
　「
草
の
原
」

『
六
百
番
歌
合
』「（
冬
上
）　

十
三
番　

枯
野
」
の
判
詞
（
以
下
「
俊
成
判
詞
」

と
略
す
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
五
〇
五
） 

見
し
あ
き
を
な
に
に
の
こ
さ
む
く
さ
の
は
ら
ひ
と
へ
に
か
は
る
野
辺

の
気
色
に

　
（
五
〇
六
） 

し
も
が
れ
の
野
べ
の
あ
は
れ
を
見
ぬ
人
や
秋
の
色
に
は
こ
こ
ろ
と

め
け
む

（
1
）

左
勝

女
房

右

隆
信

右
方
申
云
、
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
、
左
方
申
云
、
右
歌
ふ
る
め
か
し

判
云
、
左
、
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
、
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
、
紫
式
部
歌
よ

み
の
程
よ
り
も
物
か
く
筆
は
殊
勝
な
り
、
そ
の
う
へ
花
宴
の
巻
は
こ
と
に
え

ん
な
る
物
な
り　

源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
、
右
、
心
詞
あ
し

く
は
見
え
ざ
る
に
や
、
但
、
常
の
体
な
る
べ
し
、
左
歌
宜
し
、
勝
と
申
す
べ

し 

こ
の
判
詞
に
つ
い
て
伊
井
春
樹
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
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

（
2
）

小

髙

道

子

『
六
百
番
歌
合
』
判
詞
と
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
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二

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
。

伊
井
氏
は
、
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
と
す
る
。
そ
し
て
「
良
経
の
歌
」
を
「
優
美
な
る

姿
を
持
っ
て
い
る
と
高
く
評
価
」
し
た
の
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
い
う
。
す
る
と
俊
成
判
詞
は
、「
草
の

原
」
を
含
む
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
で
は
な
く
、「
草
の
原
」
と
い
う
「
こ
と
ば

の
背
後
に
花
宴
巻
を
連
想
」
す
る
こ
と
に
よ
り
「
艶
な
る
内
容
と
し
て
受
容
」
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
伊
井
氏
の
解
釈
は
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
解
釈
に
継
承
さ

れ
、
例
え
ば
小
学
館
の
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
『
全
集
』
と
略
す
）
の

注
は
、
花
宴
巻
を
「
光
源
氏
と
朧
月
夜
に
よ
る
情
趣
的
な
場
面
」
が
描
か
れ
た
巻

と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

「
草
の
原
」
の
語
は
朧
月
夜
の
和
歌
「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も

草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ
」
に
見
ら
れ
る
。『
全
集
』
は
こ
の
和
歌
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
が
こ
の
世
か
ら
消
え
た
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
私
の
名
を
知
ら
ぬ
か
ら
と

て
、「
草
の
原
」（
死
後
の
魂
の
あ
り
か
）
を
尋
ね
な
い
つ
も
り
か
、
と
問
う

歌
。
源
氏
が
執
拗
に
名
を
問
う
の
に
応
じ
た
歌
だ
が
、
贈
答
歌
と
し
て
は
、

異
例
に
も
女
の
方
か
ら
詠
み
か
け
た
贈
歌
。
男
に
心
を
傾
け
て
し
ま
っ
た
女

の
、
相
手
の
情
愛
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
表
現
。

源
氏
に
心
ひ
か
れ
る
気
持
が
、
優
艷
な
表
情
と
し
て
表
れ
出
る
趣　

そ
れ
で
は
俊
成
は
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌
で
は
な
く
「「
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
。
こ

こ
で
俊
成
判
詞
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
俊
成
が
「
尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
」
と

右
方
人
を
批
判
し
た
の
は
、
右
方
人
が
「
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
」
と
「
草

の
原
」
の
語
を
難
じ
た
事
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
俊
成
は
「
く
さ
の
は
ら
き
き
よ

か
ら
ず
」
と
し
た
右
方
人
に
対
し
て
ま
ず
「
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
」
と
記
し
て
い
る
。「
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、

尤
う
た
た
あ
る
事
に
や
」
と
「
右
方
人
」
を
批
判
し
た
の
は
「
草
の
原
難
申
之
条
」

す
な
わ
ち
「
草
の
原
」
と
い
う
言
葉
を
「
き
き
よ
か
ら
ず
」
と
「
難
」
じ
た
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、『
岷
江
入
楚
』
は
『
弄
花
抄
』「
箋
」

（
三
条
西
実
枝
説
）
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

弄　

此
ま
ゝ
は
か
な
く
消
な
は
草
の
原
ま
て
も
尋
給
へ
き
事
な
る
に
名
の
り

し
給
へ
と
あ
る
は
な
の
ら
す
は
た
つ
ね
給
ま
し
き
に
や
と
か
こ
ち
た
る
哥
也　

秘　

同　

箋
曰　

し
き
り
に
名
を
尋
ら
る
ゝ
に
て
志
の
ふ
か
ゝ
ら
ぬ
は
し
ら
れ
た
る
也　

其
ゆ
へ
は
真
実
の
志
な
ら
は
な
き
跡
ま
て
も
尋
ら
る
へ
き
也　

今
に
か
き
る

へ
き
こ
と
か
は
と
也　

名
答
の
作
者
也　

な
の
ら
す
は
尋
給
ま
し
き
か
と
恨

た
る
也
河　

弄
秘
箋
大
略
同
し
義
也

「
男
に
心
を
傾
け
て
し
ま
っ
た
女
の
、
相
手
の
情
愛
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
表

現
」「
源
氏
に
心
ひ
か
れ
る
気
持
が
、
優
艷
な
表
情
と
し
て
表
れ
出
る
趣
」と
す
る

『
全
集
』
と
は
異
な
り
、
し
き
り
に
名
を
尋
ね
る
源
氏
に
対
し
て
、「
し
き
り
に
名
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三

を
尋
ら
る
ゝ
に
て
志
の
ふ
か
ゝ
ら
ぬ
は
し
ら
れ
た
る
」
と
、
源
氏
の
情
愛
が
深
く

な
い
か
ら
こ
そ
源
氏
が
名
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
と
朧
月
夜
の
和
歌
を
解
釈
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
朧
月
夜
に
つ
い
て
「
名
答
の
作
者
也
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
河　

弄
秘
箋
大
略
同
し
義
也
」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
岷
江
入
楚
』

は
こ
の
和
歌
を
、
し
き
り
に
名
を
尋
ね
る
源
氏
に
対
し
て
、
名
を
尋
ね
る
の
は
源

氏
の
志
が
深
く
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
名
答
と
評
価
し
て
い
る
。
そ

し
て
さ
ら
に『
河
海
抄
』『
弄
花
抄
』「
秘
」（
三
条
西
公
条
説
）「
箋
」（
三
条
西
実

枝
説
）
が
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
和
歌
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
」
こ
と
で
は
な
く
、「
名
答
」
と
い
う
べ
き
朧
月
夜
の
和
歌
の
詠
み
方
自

体
が
「
艶
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

二
　「
な
に
に
の
こ
さ
ん
草
の
原
」

こ
の
俊
成
判
詞
に
つ
い
て
渡
部
泰
明
氏
は
、「
何
に
残
さ
む
」に
注
目
し
て
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
草
の
原
」
と
と
も
に
艶
だ
と
さ
れ
て
い
る
「
な

に
に
残
さ
む
」
の
方
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
由
来
の
「
草
の
原
」
は
、
こ

の
「
な
に
に
残
さ
む
」
と
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
「
艶
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
内
実
を
得
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

「
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
」と
い
う

（
3
）

一
文
に
お
い
て
、「
な
に
に
残
さ
む
」
は
、「
草
の
原
」
と
と
も
に
艶
だ
と
さ
れ
て

い
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。「
草
の
原
」
の
語
は
朧
月
夜
が
詠
ん
だ
和
歌
に
出
て
く
る

が
、「
何
に
残
さ
む
」
は
、
花
宴
巻
に
は
見
ら
れ
な
い
。「『
源
氏
物
語
』
由
来
の

「
草
の
原
」」
が
、『
源
氏
物
語
』
の
同
じ
所
に
は
見
ら
れ
な
い
「
な
に
に
残
さ
む
」

と
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
「
艶
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
得
た
」
の
で

あ
れ
ば
、
俊
成
は
ど
う
し
て
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
記
し

て
「
草
の
原
」
の
語
を
難
じ
た
右
方
人
を
非
難
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　「
よ
に
し
ら
ぬ
心
ち
こ
そ
す
れ
有
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　 

月
の
行
衛
を
空
に
ま
か
へ
て
」

俊
成
判
詞
に
あ
る
「
源
氏
み
さ
ら
ん
哥
よ
み
は
無
念
の
事
と
い
へ
り
」「
又
花

宴
巻
は
こ
と
に
す
く
れ
て
艶
な
る
巻
な
り
と
も
申
給
へ
り
」
に
つ
い
て
、『
花
鳥

余
情
』
は
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
の
注
釈
で
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
『
花
鳥
余

情
』
の
解
釈
は
、
三
条
西
家
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
岷
江
入
楚
』
は
こ
の
和
歌
の

注
で
次
の
よ
う
に
記
す

秘　

源
の
哥
の
中
に
も
秀
逸
也　

五
文
字
殊
更
妙
也
云
　々

花
鳥
に
色
〳
〵

あ
り　

其
評
面
白
し　

箋
秘
ノ
義
ヲ
註
ス
略
之　

箋
曰　

明
は
て
ゝ
よ
り
は
有
明
の
月
の
行
衛
は
い
つ
く
と
も
し
ら
れ
さ
る
也　

ま
か
へ
て
と
は
行
衛
を
う
し
な
ひ
た
る
心
也　

世
に
し
ら
ぬ
は
忙
然
と
是
非

を
わ
き
ま
へ
ぬ
心
也　

面
は
月
を
し
た
ふ
義
也　

下
の
心
は
朧
月
夜
誰
と
も

し
ら
す
其
人
と
も
わ
か
ぬ
は
た
と
へ
は
有
明
の
月
の
行
衛
な
き
か
こ
と
く
也　
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四

此
世
に
し
ら
ぬ
は
か
な
ら
す
し
も
世
の
字
の
心
に
て
は
有
る
ま
し
き
や
う
に

申
さ
れ
し　

よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
し
の
哥
の
た
く
ひ
に
そ
申
さ
れ
し　

花　

吉
水
僧
正
の
哥　

有
明
の
月
の
行
衛
を
な
か
め
て
そ
野
寺
の
か
ね
は
聞

へ
か
り
け
る　

此
哥
を
と
り
て
よ
み
侍
る
也　

源
氏
を
は
詞
を
も
哥
を
も
と

り
て
よ
む
へ
き
也　

俊
成
卿
も
源
氏
み
さ
ら
ん
哥
よ
み
は
無
念
の
事
と
い
へ

り　

又
花
宴
巻
は
こ
と
に
す
く
れ
て
艶
な
る
巻
な
り
と
も
申
給
へ
り

「
秘
」
は
、
こ
の
和
歌
が
「
源
の
哥
の
中
に
も
秀
逸
」
で
あ
り
、
特
に
「
五
文
字

殊
更
妙
也
」
と
い
う
。「
花
鳥
に
色
〳
〵
あ
り　

其
評
面
白
し
」
と
記
し
て
い
る
か

ら
、
こ
の
項
目
の
末
尾
に
記
し
た
『
花
鳥
余
情
』
の
記
事
は
、「
秘
」
か
ら
引
用
し

た
の
で
は
な
く
、『
花
鳥
余
情
』
に
つ
い
て
の
「
秘
」
の
記
事
を
も
と
に
、
改
め
て

確
認
し
て
引
用
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
花
鳥
余
情
』
と
比
較
す

る
と
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
『
岷
江
入
楚
』
は
『
花
鳥
余
情
』
を
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
「
源
の
哥
の
中
に
も

秀
逸
也　

五
文
字
殊
更
妙
也
云
々
」
と
す
る
の
は
「
秘
」
す
な
わ
ち
公
条
説
で
あ

り
、
吉
水
僧
正
す
な
わ
ち
慈
円
が
こ
の
和
歌
を
と
っ
て
詠
ん
だ
和
歌
を
引
き
、「
源

氏
を
は
詞
を
も
哥
を
も
と
り
て
よ
む
へ
き
也　

俊
成
卿
も
源
氏
み
さ
ら
ん
哥
よ
み

は
無
念
の
事
と
い
へ
り　

又
花
宴
巻
は
こ
と
に
す
く
れ
て
艶
な
る
巻
な
り
と
も
申

給
へ
り
」
と
す
る
部
分
は
『
花
鳥
余
情
』
で
指
摘
さ
れ
た
説
を
継
承
し
た
こ
と
に

な
る
。

四
　「
心
い
る
か
た
な
ら
ま
せ
は
弓
は
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　 

月
な
き
空
に
ま
よ
は
ま
し
や
は
」

『
岷
江
入
楚
』

花　

比
は
や
よ
ひ
の
廿
日
あ
ま
り
な
れ
は
や
う
〳
〵
弓
は
り
の
月
に
な
る
比

也　

ま
よ
ふ
と
い
ふ
は
心
に
い
ら
ぬ
故
に
こ
そ
あ
れ
と
源
の
哥
の
中
の
五
文

字
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　

弄
同

秘　

ふ
か
く
心
に
入
た
る
事
な
ら
は
た
つ
ね
ま
と
は
さ
ら
ま
し
と
也　

前
の

哥
の
ま
と
ふ
月
と
い
ふ
に
か
ゝ
り
た
る
返
哥
也　

朧
は
天
性
哥
よ
み
也　

弄

同箋
曰　

真
実
心
に
い
る
事
な
ら
は
た
と
る
義
は
有
ま
し
き
也　

源
の
ま
と
ふ

哉
と
あ
る
を
と
か
め
て
ま
と
ふ
と
ア
ル
ハ
う
は
の
空
な
る
心
か
ら
と
也　

比

は
廿
日
あ
ま
り
下
弦
の
月
也

『
花
鳥
余
情
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
注
釈
を
検
討
す
る
と
、
古
注
釈
に
お
い
て

は
『
源
氏
物
語
』
を
俊
成
判
詞
に
基
づ
い
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
中
世
の
歌
人
歌
学
者
は
、『
源
氏
物
語
』の
表
現
を
検
討
し
、
理
解
す
る
こ

と
に
よ
り
、
和
歌
を
詠
む
た
め
の
基
盤
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
俊
成
は
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
知
ら
な
い
歌
人
を
「
源
氏
み
ざ
る
哥
よ

み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
俊
成
判
詞
は
、『
源
氏
物
語
』・

中
世
歌
学
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



72 『六百番歌合』判詞と『源氏物語』古注釈

五

注（
1
）　
『
六
百
番
歌
合
』
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
、『
岷
江
入
楚
』
の
引
用
は
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
る
。

（
2
）　
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
』（
一
九
八
〇
年　

桜
楓
社
）

（
3
）　
「
文
治
・
建
久
期
の
歌
壇
」（『
新
古
今
集
と
そ
の
時
代
』　

一
九
九
一
年　

風
間

書
房
）


