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﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
﹁
夏
﹂
の
一
首
︒

本
歌
取
り
の
秀
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
歌
で
あ
る
︒
本
歌
は
﹁
時
鳥

鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草ぐ

さ

あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
﹂
︵
読

人
知
ら
ず
︶
︒
﹃
古
今
集
﹄
﹁
恋
一
﹂
巻
頭
の
一
首
で
あ
る
︒

﹁
時
鳥
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
﹂
ま
で
を
序
詞
と
し
て
︑
﹁
あ

や
め
も
知
ら
ぬ
恋
﹂
へ
と
続
く
︒
分
別
を
失
い
恋
に
迷
う
心
を
︑
め

く
る
め
く
感
じ
の
リ
ズ
ム
で
表
現
し
て
い
る
︒

古
歌
で
﹁
あ
や
め
草
﹂
﹁
あ
や
め
﹂
と
さ
れ
る
の
は
菖
蒲
の
こ
と

で
︑
陰
暦
五
月
の
節
句
に
は
︑
軒
に
菖
蒲
を
飾
っ
た
と
い
う
︒
初
夏

ら
し
い
自
然
の
生
命
感
が
︑
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
な
こ
の
本
歌
を
︑
良
経
は
︑
梅
雨
の
雨
が
降

っ
た
夕
暮
れ
の
情
感
に
転
換
し
た
︒

﹁
し
っ
と
り
と
し
て
菖
蒲

あ

や

め

が
薫
っ
て
い
る
な
あ
︒
時
鳥
が
鳴
く
こ

の
五
月
雨
の
夕
暮
れ
よ
﹂
︒

本
歌
の
恋
の
高
ぶ
り
が
︑
し
め
や
か
な
憂
い
の
た
ゆ
た
い
へ
と
詠

み
替
え
ら
れ
た
の
だ
︒
五
月
雨
の
こ
ろ
の
夕
暮
れ
の
気
分
が
︑
あ
や

め
の
香
り
と
あ
い
ま
っ
て
︑
ほ
の
か
に
官
能
的
で
す
ら
あ
る
︒

良
経
は
︑
摂
政
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
九
条
家
の
二
代
目
で
あ

り
︑
ま
た
藤
原
定
家
︑
家
隆
︑
慈
円
ら
と
同
様
︑
定
家
の
父
・
俊
成

に
和
歌
を
学
ん
だ
人
で
あ
る
︒
右
の
歌
は
︑
歌
人
と
し
て
パ
ト
ロ
ン

と
し
て
︑
新
古
今
時
代
新
風
和
歌
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
良
経

の
︑
絶
品
の
一
首
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
歌
の
﹁
あ
や
め
ぞ
薫
る
﹂
﹁
雨
の
夕
暮
﹂

は
︑
の
ち
に
﹁
主ぬ

し

あ
る
詞
﹂
と
し
て
他
の
人
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
た

と
い
う
か
ら
驚
く
︒
﹁
主
あ
る
詞
﹂
は
︑
中
世
の
歌
論
用
語
﹁
制
詞
﹂

の
こ
と
で
︑
例
え
ば
京
極
為
兼
の
﹃
詠
歌
一
躰
﹄
に
は
︑
﹁
か
や
う

の
詞
は
主
々
あ
る
事
な
れ
ば
詠
む
べ
か
ら
ず
﹂
と
し
て
︑
五
十
ぐ
ら

い
の
例
を
あ
げ
︑
安
易
に
ま
ね
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒

個
性
あ
る
優
れ
た
表
現
を
尊
重
す
る
態
度
は
大
事
だ
け
れ
ど
︑
だ

か
ら
と
い
っ
て
禁
止
と
い
う
の
は
ど
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
心
配
に
は
及

ば
な
い
︒
保
守
的
な
拘
束
力
の
弊
害
を
言
わ
れ
︑
近
世
に
は
大
い
に

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

(
小
島
ゆ
か
り
︶

●
二
人
で
味
わ
う
古
典
和
歌
︵
87
︶

う
ち
し
め
り
あ
や
め
ぞ
薫
る
時

鳥

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
く
や
五
月

さ

つ

き

の
雨
の
夕
暮

藤
原
良
経
























































































































