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権守仁紀　平野多恵著『コレクション日本歌人選　おみくじの歌』

　

旅
行
の
先
々
で
寺
社
を
巡
る
と
、
多
く
の
人
々
が
お
み
く
じ
を
引
い
て
い
る
。

そ
の
表
情
は
、
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
皆
嬉
々
と
し
た
表
情
で
あ
る
。
そ
の
後
、

写
真
を
撮
っ
た
り
、
財
布
に
し
ま
っ
た
り
、
お
み
く
じ
を
結
ん
だ
り
す
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
人
々
の
目
に
、
お
み
く
じ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
和
歌
は
ど
の
よ
う

に
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
平
野
氏
か
ら
歌
占
に
つ
い
て
直
接
学
び
、
現
在

は
高
校
で
古
文
を
教
え
る
身
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
き
な
問
題
意
識

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
た
び
、
平
野
多
恵
氏
に
よ
っ
て
『
お
み
く
じ
の
歌
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

平
野
氏
は
近
年
、
和
歌
み
く
じ
の
魅
力
を
精
力
的
に
発
信
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

『
歌
占
カ
ー
ド　

猫
づ
く
し
』（
夜
間
飛
行　

二
〇
一
六
）
で
は
、
実
際
に
歌
占

で
用
い
ら
れ
た
和
歌
三
十
二
首
を
平
野
氏
が
厳
選
し
、
自
分
で
歌
占
の
体
験
が

で
き
る
カ
ー
ド
タ
イ
プ
の
書
物
を
著
し
た
。
ま
た
、『
神
さ
ま
の
声
を
き
く　

お
み
く
じ
の
ヒ
ミ
ツ
』（
河
出
書
房
新
社　

二
〇
一
七
）
で
は
、
お
み
く
じ
の

歴
史
や
お
み
く
じ
の
和
歌
を
ど
う
読
み
解
く
か
な
ど
、
そ
の
奥
深
さ
を
再
発
見

さ
せ
て
く
れ
る
著
書
で
あ
る
。
ま
た
、
本
大
学
院
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
授
業
の

一
環
と
し
て
、
東
京
都
板
橋
区
に
あ
る
天
祖
神
社
と
協
同
で
歌
占
を
創
作
し
た

り
（
天
祖
神
社
歌
占　

二
〇
一
五
か
ら
）、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
の
『
マ
ツ
コ
の
知
ら

な
い
世
界
』
に
出
演
し
た
り
と
、
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
本
書
は
、
和
歌
み
く
じ
に
用
い
ら
れ
る
和
歌
の
魅
力
に
迫
っ
た
一
冊

で
あ
る
。
笠
間
書
院
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
」
は
、
幅
広
い
年
代
層
の

方
が
和
歌
に
親
し
み
が
持
て
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
だ
が
、
本
書
は

中
で
も
和
歌
に
つ
い
て
全
く
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
方
に
お
す
す
め
で
き
る
、
最
良

の
入
門
書
と
言
え
る
。
そ
の
理
由
を
挙
げ
つ
つ
、
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
お
み
く
じ
や
お
み
く
じ
の
和
歌
の
歴
史
的
変
遷
が
わ
か
る
点
で
あ
る
。

和
歌
み
く
じ
の
ル
ー
ツ
は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣

つ
ま
ご
み
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
か
ら
始
ま
る
神
の
和
歌
で
あ
り
、

両
者
の
関
係
は
切
っ
て
も
き
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
、
神
の
お

告
げ
を
本
人
が
直
接
受
け
取
る
託
宣
歌
が
勅
撰
和
歌
集
に
入
集
さ
れ
、
鎌
倉
時

代
の
説
話
に
は
巫
女
を
通
し
て
神
の
お
告
げ
を
受
け
る
歌
占
が
行
わ
れ
た
と
い

う
。
そ
し
て
室
町
時
代
に
は
、
く
じ
形
式
の
歌
占
が
行
わ
れ
、
室
町
末
期
に
は

既
に
書
物
と
し
て
歌
占
用
の
歌
が
纏
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

こ
の
流
れ
は
江
戸
期
の
出
版
文
化
と
と
も
に
発
展
し
、
安
倍
晴
明
や
百
人
一
首

な
ど
も
歌
占
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
出
版
物
と
い
う
形
で
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
た
歌
占
が
、
幕
末
の
尊
皇
攘

夷
運
動
や
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
を
契
機
と
し
て
、
神
社
に
よ
る
和
歌
み
く

じ
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
和
歌
み
く
じ
の
ル
ー
ツ
で

あ
り
、
そ
の
歴
史
的
展
開
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
和
歌
み
く
じ
の
多
様
性
と
個
性
の
面
白
さ
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
お

み
く
じ
の
和
歌
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
か
ら
現
在
の
社
寺
独
自
の
創
作

和
歌
に
至
る
ま
で
、
系
統
性
と
多
様
性
に
留
意
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
京
都
府
宇
治
市
に
あ
る
三
室
戸
寺
は
、『
源
氏
物
語
』
に
収
め
ら
れ
て
い
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る
恋
の
歌
を
和
歌
み
く
じ
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
お

み
く
じ
の
小
項
目
に
も
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と

い
う
。
こ
れ
を
契
機
に
『
源
氏
物
語
』
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
期
待
で
き
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
京
都
府
伏
見
区
に
あ
る
長
建
寺
に
は
、
中
国
伝
来
の
漢
詩
み
く

じ
を
、
わ
か
り
や
す
く
和
歌
に
し
た
お
み
く
じ
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
和
歌
の

文
言
に
は
、
現
代
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、
解
釈
を
助
け
る
工
夫
が
し
て

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
工
夫
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
の
も
本
書
の
魅
力
で
あ
る
。

　

最
後
は
、
お
み
く
じ
の
歌
を
通
し
て
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
る
こ
と
に
気
付

か
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
宮
の
お
み
く
じ
歌
「
お
し
な
べ
て
物
を

思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
作
る
秋
の
初
風
」（
本
書
二
十
番
）
は
『
新
古
今
和
歌

集
』
の
西
行
歌
で
あ
る
。
お
み
く
じ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
運
勢
は
「
向
大
吉
」

で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
解
説
は
な
く
、
な
ぜ
「
向
大
吉
」
な
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。
平
野
氏
は
本
書
で
、「
理
由
は
自
分
で
考
え
る
し
か
な
い
が
（
中
略
）
お

み
く
じ
で
大
切
な
の
は
吉
凶
な
ど
の
運
勢
の
表
示
で
は
な
く
、
神
さ
ま
の
お
告

げ
の
内
容
で
あ
る
。」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
同
様
に
、
巻
末
の
「
お
み

く
じ
の
歌
概
観
」
に
も
、

　

和
歌
は
三
十
一
文
字
と
い
う
短
さ
の
中
に
重
層
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
読
み
解
く
に
ふ
さ
わ
し
い
象
徴
的
な

言
語
と
し
て
自
立
し
て
い
る
。
多
様
な
読
み
が
可
能
だ
か
ら
こ
そ
、
和
歌

は
千
年
以
上
も
の
時
を
超
え
て
脈
々
と
生
き
続
け
、
い
ま
も
お
み
く
じ
の

お
告
げ
と
し
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
お
み
く
じ
の
和
歌
を
受
け
取
っ
た
者

が
、
自
分
の
心
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
大
切
だ
と
い

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
首
の
和
歌
を
、
多
様
な
読
み
の
可
能
性
の
中
で

読
み
解
い
て
み
る
こ
と
。
こ
れ
が
和
歌
を
解
釈
す
る
醍
醐
味
で
あ
り
、
和
歌
に

触
れ
る
心
構
え
と
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
だ
と
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。

　

本
書
に
は
上
記
以
外
に
も
、
お
み
く
じ
の
歌
を
通
し
て
和
歌
の
面
白
さ
を
伝

え
る
工
夫
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
平
野
氏
に
よ
る
一
首
一
首
の
解
説
も
面
白
く
、

読
み
応
え
が
あ
る
。
本
書
は
、
お
み
く
じ
を
手
に
取
っ
た
時
、
心
静
か
に
和
歌

を
見
つ
め
る
人
が
増
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

最
後
に
余
談
に
な
る
が
、
本
書
を
読
ん
だ
後
、
勤
務
先
の
高
校
で
歌
占
を
扱

お
う
と
心
に
決
め
た
。
相
手
は
高
校
二
年
生
で
あ
る
。
部
活
動
で
は
中
心
学
年

で
あ
り
、
来
年
に
は
受
験
が
迫
っ
て
い
る
。
恋
愛
も
悩
み
の
種
で
あ
ろ
う
。

「
大
切
な
の
は
吉
凶
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
和
歌
に
対
し
て
ど
う
解
釈

し
、
そ
こ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
か
で
す
。」
と
本
書
の
言
葉
を
頂
戴
し
て
授

業
を
締
め
く
く
っ
た
。
授
業
後
、
古
典
の
苦
手
な
生
徒
が
「
こ
の
歌
は
〇
〇
の

よ
う
な
解
釈
で
す
か
。」
と
不
安
そ
う
な
表
情
で
近
づ
い
て
き
た
。
ど
う
や
ら
、

ど
う
考
え
て
も
悪
い
よ
う
に
し
か
解
釈
で
き
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
私
は
巫
女

に
な
っ
た
気
持
ち
で
、
そ
の
生
徒
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
。
生
徒
は
納
得
し
た

よ
う
で
、「
な
る
ほ
ど
、
和
歌
っ
て
面
白
い
」
と
目
を
輝
か
せ
て
い
た
。
本
書

と
、
和
歌
の
素
晴
ら
し
さ
を
早
速
実
感
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。
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