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『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
』
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
も

第
四
期
に
は
い
っ
た
。
和
歌
短
歌
を
中
心
に
俳
句
や
民
衆
の
歌
も
含
め
て
上
代

か
ら
現
代
ま
で
、
一
期
約
二
十
人
ず
つ
を
紹
介
、
解
説
し
て
い
る
。『
戦
国
武

将
の
歌
』『
辞
世
の
歌
』
と
い
っ
た
一
冊
も
あ
る
。

　

日
本
文
学
は
最
古
の
文
学
で
あ
る
古
事
記
、
万
葉
集
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で

一
三
〇
〇
年
あ
ま
り
、
時
代
の
変
化
や
読
み
手
の
要
求
の
変
化
に
よ
り
、
歌
物

語
、
歴
史
物
語
、
日
記
、
説
話
、
随
筆
、
劇
文
学
、
小
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
で
生
ま
れ
残
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
一
貫
し
て
五
七
五
七
七
と
い
う
短

い
形
式
を
持
っ
て
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
短
歌
は
、
日
本
文
学
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
的
に
も
類
が
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

歌
を
読
む
と
、
歌
人
個
人
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
歌
人

を
生
ん
だ
時
代
と
い
う
も
の
も
み
え
て
く
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
日
本
文
学
を

め
ざ
す
学
生
に
、
そ
し
て
文
学
を
教
材
と
し
て
の
み
受
け
取
っ
て
き
て
し
ま
っ

た
お
と
な
た
ち
に
も
、
日
本
文
学
を
味
わ
う
書
と
し
て
お
勧
め
し
た
い
。
一
冊

一
冊
、
入
り
込
め
な
い
巻
は
そ
の
ま
ま
脇
に
置
い
て
次
の
巻
へ
、
と
、
シ
リ
ー

ズ
全
体
を
是
非
手
に
と
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

各
歌
人
、
三
十
首
か
ら
五
十
首
の
歌
が
選
ば
れ
、
解
釈
さ
れ
て
、
巻
末
に
は

歌
人
の
略
歴
と
作
品
の
簡
潔
な
解
説
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
長
々
と
し
た
解
説

や
論
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
な
の
が
あ
り
が
た
い
。
そ
し
て
「
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
」
と
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
を
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
提
示
し

て
く
れ
て
い
る
の
も
う
れ
し
い
。
し
か
も
各
歌
人
、
多
作
な
歌
人
も
Ａ
５
判
約

一
〇
〇
ペ
ー
ジ
の
中
に
、
そ
の
膨
大
な
業
績
を
凝
縮
し
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
本
学
名
誉
教
授
、
遠
藤
宏
氏
に
よ
る
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌

人
は
万
葉
集
の
第
三
期
の
終
わ
り
、
四
期
の
初
め
に
位
置
す
る
笠
女
郎
で
あ
る
。

す
で
に
万
葉
集
歌
人
と
し
て
柿
本
人
麻
呂
、
山
上
憶
良
、
額
田
王
、
大
伴
旅
人
、

大
伴
家
持
、
高
橋
虫
麻
呂
、
山
辺
赤
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
笠
女
郎
は
万

葉
集
に
は
数
少
な
い
女
性
の
歌
人
で
あ
り
、
最
も
個
性
的
な
歌
人
の
ひ
と
り
で

あ
る
。
全
作
品
あ
わ
せ
て
わ
ず
か
二
十
九
首
、
題
詞
と
歌
以
外
の
他
の
資
料
は

全
く
な
い
。
本
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
一
人
で
一
冊
を
与
え
ら
れ
た
歌
人
と
し
て

は
最
も
作
品
の
数
が
少
な
い
歌
人
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
家
持
ひ
と
り
に
宛
て
た
恋
の
歌
で
あ
る
。
中
で

も
二
十
四
首
が
巻
四
に
「
笠
女
郎
贈
大
伴
宿
禰
家
持
歌
二
十
四
首
」
と
し
て
ま

と
ま
っ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
人
の
作
者
に
よ
る
歌
が
連
続
し
て
並
べ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
は
最
多
で
あ
る
。
万
葉
集
の
な
か
で
も
特
異
な
存
在
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　

著
者
は
こ
の
ま
と
ま
っ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
十
四
首
の
歌
を
時
系
列
順
に

並
べ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
恋
の
始
ま
り
か
ら
破
局
ま
で
、
女
郎
の
恋
の
ド
ラ

マ
と
し
て
一
首
ず
つ
を
丁
寧
に
解
説
し
、
展
開
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
歌
の
選
ば
れ
た
こ
と
ば
に
暗
示
さ
れ
る
作
者
の
心
の
浮
き
沈
み
、
不

安
、
疑
い
、
願
い
を
読
み
解
き
、
恋
の
進
展
具
合
を
類
推
す
る
。
ど
の
歌
も
家

紹
　
介

遠
藤
宏
著

『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

笠
女 

郎
』

吉

野

和

子
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吉野和子　遠藤宏著『コレクション日本歌人選　笠女郎』

持
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
か
ら
家
持
へ
の
訴
え
で
あ
り
、
問
い
か
け
で
あ
る
の
だ

が
、
同
時
に
女
郎
自
身
の
心
の
奥
底
へ
の
歌
い
か
け
と
し
て
重
層
的
な
構
造
を

明
ら
か
に
し
、
比
喩
の
し
か
け
な
ど
を
解
明
し
て
笠
女
郎
の
歌
の
魅
力
に
せ

ま
っ
て
い
る
。

　
「
家
持
に
冷
た
く
接
し
ら
れ
た
こ
と
が
、
逆
に
彼
女
の
熱
情
を
掻
き
立
て
、

潜
ん
で
い
た
『
こ
と
ば
』
が
湧
き
出
す
よ
う
に
迸
っ
て
歌
に
な
り
ま
し
た
。
…

…
そ
し
て
笠
女
郎
は
、
愛
は
報
わ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
逆
に
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
豊
饒
の
歌
の
世
界
を
永
遠
に
遺
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。」
と
著

者
は
言
う
。

　

ピ
ア
ノ
の
詩
人
と
い
わ
れ
る
シ
ョ
パ
ン
の
曲
が
全
て
聞
く
人
を
甘
美
な
世
界

に
引
き
込
ん
で
い
く
強
烈
な
魅
力
を
も
つ
よ
う
に
笠
女
郎
の
ど
の
歌
も
は
ず
れ

な
く
読
む
人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
に
み
ち
て
お
り
、
苦
渋
・
悲
哀
の
中
に
も
甘

美
な
味
が
漂
っ
て
い
る
と
著
者
は
記
し
て
い
る
。
さ
て
そ
の
中
で
も
ど
の
歌
が

お
好
き
で
す
か
と
伺
っ
て
み
た
い
気
も
す
る
。
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