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紙

宏

行

新
古
今
に
お
け
る
句
切
れ
の
表
現
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
最
初
の
第

一

歩
に
障
害
と
な
る
も
の
は
、
そ
の
概
念
規
定
、
な
い
し
は
個
々
の
歌
に
お
け
る
認

定
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た
句
切

れ
の
概
念
規
定
は
、
お
お
む
ね
、
二
つ
の
立

場
に
分
け
ら
れ
る
。
語
法
的
な
切
れ

(文
法
上
の
文
終
止
、
呼
び
か
け
や
文
終
止
,

と
し
て
の
体
言
止
め
を
含
む
)
に
限
定
す
る
も
の
と
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
韻

律

・
声
調

・
イ
メ
ー
ジ
の
ま
と
ま
り
か
ら
認
め
ら
れ
る
切
れ
を
も
含
む
も
の
と
の

二
つ
で
あ
る
。
上
条
彰
次
氏
は
、
前
者
を

「外
在
的
文
法
的
句
切
れ
」
、
後
者
を

「内
在
的
韻
律
的
句
切
れ
」
と
呼
び
、
後
者
に
つ
い
て

「宇
宙
的
調
べ
と
直
結
し

　
こ

た
イ
デ
ア
的
本
体
的
な
」
と
評
し
て
後
者
の
立
場
を
支
持
し
て
い
る
。

一
方
、
古

く

『和
歌
文
学
大
辞
典
』
の

「句
切
れ
」

の
項

(柴
生
田
稔
氏
担
当
)
で
は
、
後

者
に
対
し
て

「そ
れ
は
正
し
く
な
い
」
と
断
じ
て
る

(根
拠
は
示
さ
ず
)。
新
し

い
有
吉
保
編

『和
歌
文
学
辞
典
』
は
、
「韻
律
形
式
上
の
こ
と
と
し
た
場
合
は
客

観
性
の
あ
る
基
準
を
示
す
こ
と
が
困
難
」
と
述
べ
、
概
念
規
定
を
放
棄
さ
え
し
て

い
る
。
両
者

い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
立
場
が
あ
る
が
、
し

か
し
、
た
と
え
い
ず
れ
か
の
立
場
に
決
定
し
た
と
し
て
も
、
個
々
の
歌
に
あ
た

っ

て
の
句
切
れ
の
認
定
と
な
る
と
、
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か

に
察
せ
ら
れ
よ
う
。
特
に
後
者
の
立
場
で
は
、
句
切
れ
の
概
念
は
、
い
た
ず
ら
に

拡
散
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
、
句
切
れ
を
い
か
に
概
念
規
定
す
る
か
と
い
う
享
受

上
の
こ
と
で
は
な
く
、
新
古
今
の
歌
々
が
、
安
易
な
句
切
れ
の
認
定
そ
の
も
の
を

拒
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
句
切
れ
の
持

つ
問
題
性
は
、
同
じ
く
新
古
今
の
著
七
い
特
徴
で
あ

る
本
歌
取
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
本
歌
取
に
し
て

も
、
個

々
の
歌
の
具
体
的
な
本
歌
の
認
定
と
な
る
と
、
相
当
の
ゆ
れ
が
あ
る
こ
と

は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
歌
取
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
意
外

期

に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
「有
名
な

ー

古
歌
の
表
現
を
取
り
用
い
て
自
歌
を
構
成
し
、
そ
の
古
歌
の
世
界
を
背
景
に
し
て
、

表
現

・
情
調
の
重
層
化

・
複
雑
化
を
は
か
る
表
現
手
法
」
(『和
歌
文
学
辞
典
』
)

と
い
う
あ
た
り
。
こ
の
よ
う
な
本
歌
取
の
概
念
規
定
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が

存
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
新
古
今
歌
人
自
身
の
証
言
に
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
「昔
の
歌
の
詞
を
改
め
ず
よ
み
す
ゑ
た
る
を
、
即
ち
本
歌
と
す

・と
申
す
な
り
」

(『近
代
秀
歌
』
)
「本
歌
を
取
り
侍
る
や
う
に
、
さ
き
に
も
記
し
申

し
候
ひ
し
花
の
歌
を
や
が
て
花
に
よ
み
、
月
の
歌
を
や
が
て
月
に
て
よ
む
事
は
、

達
者

の
わ
ざ
な
る
べ
し
」

(『毎
月
抄
』
)
な
ど
と
明
解
で
あ
る
。
個
々
の
歌
に
対

す
る
本
歌
認
定
の
ゆ
れ
も
、
研
究
領
域
の
拡
大
や
深
化
と
相
俟

つ
も
の
で
あ

っ
て

本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
句
切
れ
と
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。

句
切
れ
に
は
当
時
の
歌
人
自
身
に
よ
る
証
言
が
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
'

当
時
の
証
言
が
な
い
と
い
う
の
は
、
句
切
れ
の
概
念
を
決
定
で
き
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
句
切
れ
が
和
歌
詠
作
に
お
け
る
意
識
的
な
方
法
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論

で
は
な
い
と
い
う
示
唆
に
も

つ
な
が
る
こ
と

で
あ
る
。
本
歌
取
は
、
和
歌
を

「寛
平
以
往
」

に
回
帰
さ
せ
、
「余
情
妖
艶
の
躰
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
、
先

端
的
な
意
識
的
方
法
論
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
家
は
繰
り
返
し
論
じ
て

も
い
る
。
も

っ
と
も
、
当
時
の
歌
論
書
類
に
明
確
な
証
言
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
た
だ
ち
に
意
識
的
な
方
法
論
で
は
な
い
と
断
定
す
る
の
は
、
早
計
に
す

ぎ
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
句
切
れ
は
新
古
今
の

一
特
徴
と
し
て
著
し
い
だ
け
に
、

間
接
的
周
辺
的
証
言
か
ら
句
切
れ
を

め
ぐ
る
新
古
今
歌
人
の
意
識
を
探
る
こ
と
は

可
能
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
句
切
れ
に
近
い
証
言
を
検
討
し
、
意
識
的
方
法
と

し
て
の
可
能
性
や
あ
り
よ
う
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
そ
の

時
、
冒
頭
に
引
い
た
現
代
通
行
の
句
切
れ
の
二
種
の
概
念
が
、
比
較
検
討
の
材
料

と
な
る
。
当
時
の
証
言
が
存
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
近
代
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
句

切
れ
を
概
念
規
定
す
る
の
は
、
や
は
り
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　
　

　

藤
原
俊
成
の
歌
合
判
詞
の
特
徴

の
ひ
と
つ
に
、
「構
成
批
評
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
『月
や
あ
ら
ぬ
』
と
い
ひ
、
『春

や
昔

の
』

な
ど
続
け
る
程
の
」
(
『古
来
風
躰

抄
』
)
な
ど
と
歌
句
を
引
き
、
そ
の
連
接
の
あ
り
よ
う

(構
成
)
に
対
し
て
批
評

す
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
俊
成

の
句

切
れ
に
対
す
る
考
え
方
を
窺
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。

句
切
れ
の
概
念
規
定
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
視
点
か
ら
、
構
成
批
評
の
う
ち
、

前
項
の
引
用
句

(前
の
例

で
は

「月
や
あ
ら
ぬ
」
)
と
後
項
の
引
用
句

(同

「春

や
昔
の
」
)
と
が
連
続
す
る
二
句
で
あ
る
も
の

(
こ
の
例
で
は
、
初
句
と
二
句
な

へ

 

の
で
該
当
す
る
)
の
、
前
項
末
尾
の
語
の
品
詞

(
「月
や
あ
ら
ぬ
」
で
助
動
詞
連

体
形
、
係
り
結
び
の
文
末
)
を
調

べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

文
法
上
の
文
末
と
な
る
も
の

(計
21
例
)

活
用
語
の
終
止
形

8

係
り
結
び
の
文
末

3

終
助
詞

2

体
言

8

文
法
上
の
文
末
と
な
ら
な
い
も
の

(計
55
例
)

活
用
語
の
連
用
形

2

活
用
語
の
連
体
形

9

副
詞

1

接
続
助
詞

15

そ
の
他
の
助
詞

23

体
言

5

以
上
の
よ
う
に
、
'俊
成
の
構
成
批
評
に
お
い
て
句
を
切

っ
て
い
る
部
分
の
う
ち
、

文
法
上
の
文
末
と
な
る
も
の
が
な
ら
な
い
も
の
の
半
数
に
も
満
た
な
い
。
俊
成
は
、

句
を
切

っ
て
批
評
す
る
時
に
は
、
そ
の
切
れ
が
文
法
的
に
文
末
と
な
る
か
否
か
、

全
く
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
、
前
項
の
引
用
句
と
後
項
の
引
用
句
と
が
、
連
続
せ
ず
離
れ
た
二

句
で
も
あ
る
も
の
に

つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
「床
の
霜
枕

の
氷
消

え
わ
び
ぬ
む
す
び
も
お
か
ぬ
人
の
ち
ぎ
り
に
」

(定
家
)「

の
歌
に
対
す
る

「
『床
の

霜
枕

の
氷
』

な
ど
い
ひ
て

『む
す
び
も
お
か
ぬ
』
と
い
へ
る
も
優
に
は
侍
れ
」

(
『水
無
瀬
殿
恋
十
五
首
歌
合
』
二
十
番
冬
恋
)
な
ど
と
い
う
判
詞
で
あ
る
。
こ

の
例
で
は
、
引
用
句
が
初
二
句
.と
四
句
な
の
で
、
連
続
す
る
二
句
で
は
な
い
。
こ

へ

の
う
ち
、
前
項
の
引
用
句
末
尾
の
語
の
品
詞

(「床
の
霜
枕
の
氷
」
)
と
、
後
項
の

へ

引
用
句
の
直
前
の
語
の
品
詞

(「消
え
わ
び
て

『む
す
び
も
お
か
ぬ
』
」
)
と
を
調

べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

.

、

前
項
末
尾

後
項
直
前

文
法
上
の
文
末
と
な
る
も
の

19

23

文
法
上
の
文
末
と
な
ら
な
い
も
の

85

81

こ
こ
で
も
、
文
法
上
の
文
末
と
な
ら
な
い
も
の
が
な
る
も
の
を
数
の
上

で
圧
倒

し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
俊
成
が
、
句
と
句
と
の
断
接
の
あ
り
よ
う
を
と
り

あ
げ
て
歌
の
姿
な
ど
を
批
評
す
る
と
き
に
、
文
法
的
な
切
れ
を
全
く
考
慮
し
て
い

(11
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な
い
と
い
う
こ
と
は
、
俊
成
の
句
切
れ
の
概
念
は
、
文
法
的
な
切
れ
に
限
定
せ
ず
、

広
く
切
れ
を
認
定
す
る
立
場
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
二
種

の
句
切
れ
の
概
念
規
定
に
照
合
し

て
み
れ
ば
、
後
者
の

「内
在
的
韻
律
的
句
切

れ
」

の
概
念
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
構
成
批
評

に
お
い
て
引
用
す
る
歌
句
の
前
項
と
後
項
と

が
連
続
せ
ず
離
れ
た
二
句

で
あ
る
も

の
も
存
在
す
る
こ
と
は
、
同
批
評
の
句
の
断

接
の
捉
え
方
に
、
句
切
れ
と
い
う
概
念
で
は
す
く
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
文
法
的
な
切
れ
を
考
慮
し
な
い
の
は
、
そ
れ
が
句
切
れ
と
い
う

概
念
な
ど
を
超
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
.

へ

構

成

批

評

に

は

、

「
『
…

…

』

と

お

き

『…

…

』

と

い

へ
る

心

」

「
『
…

…

』

と

い

へ

ひ

『
:
…

.』

と

お

け

る

姿
」

と

、
う
例

が

か

な

り
多

く

、

そ

れ

は

、

心

や
姿

を

問

題

に
し

て

い
る

の

で
あ

る

。
F
俊

成

特

有

の
構

成

批

評

は

、
句

の

切

れ

に
着

目

し

た

も

の

で
は

な

く

、
句

と
句

と

の
断

接

性

、

あ

る

い
は
句

の

配
置

の
仕

方

を

、

歌

の

心

や

姿

に

お

い

て
把

捉

し

よ
う

と

し

た

も

の

で
あ

る

。
歌

の

心

や
姿

は
詞

の

「
続

け

が

ら
」

に

よ

っ
て
構

成

さ
れ

る
と

い
ゾつ
考

え

を
俊

成

は
持

っ
て
お

り
、

そ

れ

は

、

　こ

新

古

今

の
基

本

的

な
方

法

論

で
あ

る

と

思

わ

れ

る

。
俊

成

に

お
け

る

「
句

切

れ

の

概

念

」

を

考

え

よ
う

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

「
続

け

が

ら
」

の
方

法

論

の
中

に

解
消

し

て
考

え

る

べ
き

も

の

で
あ

ろ

う

。
俊

成

は

、
句

切

れ
と

い
う

概

念

そ

の

も

の

は

持

?
て

い
な

か

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。
詞

の

「
続

け
が

ら
」

は

、

文

法
的

な

切

れ

か
否

か
と

い
う

次

元

を

超

え

る

、
意

識

的

な
方

法

論

で
あ

る

。

俊

成

の

「続

け

が

ら
」

の
方

法

論

を

明

確

化

し

た

形

で
、

為

家

は

『詠

歌

一

躰
』

に

「
続

け
が

ら
」

の
方

法

論

に

つ
い
て
述

べ

て

い

る

が
、

そ

の
中

に
、

上

の
句

を

下

に
な

し
、

下

句

を

上

に

な

し

て

こ

と

が

ら
を

み

る

べ
し

。

上

手

と

い
ふ

は

お
な

じ
事

を

き

丶
よ

く

つ
ゴ

け

な

す

な

り
。

と

い
う

一
節

が

あ

る
。

三

句

切

れ

の
方
法

論

に

つ
い

て
述

べ

て

い
る

よ

う

で
あ

る

が

そ

う

で

は

な

く

、

こ

の
直

前

に

、

「
詞

な
だ

ら

か

に

い

ひ
く

だ

し
、

き

よ
げ

な

る

は

す
が

た

の
よ

き

な

り
」

と

い
う
為

家

歌

論

の
中

核

と

も

い
う

べ
き

、

理
想

の

姿

を

述

べ

て

い

る

こ
と

か

ら

見

て
、

「
き

丶
よ

く

つ
怠
け

な
」

し

て
、

理

想

の
姿

を
構
成
す
る
た
め
の
方
法
の
ひ
と

つ
の
事
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
言
う
よ
う
な
、
上
下
句
交
換
法
は
、
す
ぐ
三
句
切
れ
の
概
念

(文
法
的

な
切
れ
か
否
か
)
に
は
結
び

つ
か
な
い
が
、
こ
れ
も
、
「続
け
が
ら
」

の
方
法
論

に
解
消
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

俊
成
や
為
家
か
ら
は
時
代
が
下
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
、
川
平
ひ
と
し
氏
は
、

　
　

　

『和
歌
切
字
可
心
得
事
』
と
い
う
歌
論
書
に
つ
い
て
総
合
的
な
研
究
を
提
示
し
た
。

同
書
は
、
冒
頭
に
三
十

一
の
切
字
を
列
挙
し
、
以
下
に
百
二
十
二
首
の
例
歌
と
切

字
や
テ
ニ
ヲ
ハ
を
中
心
と
し
た
註
を
付
し
た
も
の
で
あ
る

(東
北
大
学
附
属
図
書

館
狩
野
文
庫
本
に
よ
り
確
認
)。
川
平
氏
は
、
同
書
の
東
常
縁
作
の
可
能
性
を
追

い
な
が
ら

「本
書
に
見
ら
れ
る

〈切
字
〉
概
念
は
基
本
的
に
和
歌
表
現
論
の
枠
組

で
語
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
」
を
お
さ
え
、
「本
書
に
は
テ
ニ
ヲ

ハ
を
中
心
と
す

る
和
歌
の
修
辞
に
対
す
る
、
頗

る
分
析
的
な
関
心
が
見
ら
れ
、
そ
の
あ
り
様
は
、

技
術
論

の
方
に
大
巻
く
傾
斜
し
た
形
で
は
あ
る
が
、
〈修
辞
〉
に
対
す
る
方
法
的

な
自
覚
の
現
れ
と
ま
で
あ
る
い
は
評
価
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
。」
と
結
論
す
る
。

ー12

当
時
の
和
歌
創
作
の
方
法
意
識
が
単
語
の
レ
ベ
ル
に

ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
、
(

具
体
的
な
形
で
確
認
し
よ
う
と
し
た
卓
論
で
あ
る
。

た
だ
、
問
題
は
、
同
氏
も

「付
記
」
で
藤
平
春
男
氏
の
批
判
発
言
と
し
て
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
同
書
の

「切
字
」
は
、
創
作
上
の
方
法
論
的
な
概
念
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で

「分
析
的
な
関
心
」
か
ら
発
す
る
享
受
上
の
概
念
で
し
か
な
い
点

で
あ

る
。
同
書
の
例
歌
に
付
し
た
註
文
の
性
質
は
、
解
釈
上
問
題
と
な
り
そ
う
な

「
切

字
」
を
と
り
あ
げ
て
注
意
を
喚
起
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
の

「
切
字

一
覧
」
も
解
釈
の
上
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
テ
ニ
ヲ
ハ
の

一
覧
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
連
歌
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
概
念
と
し
て
、
享
受
論
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
書
の

「
切
字
」
が
享
受
論
的
概
念
で
あ
る
こ
と
と
、
「切
字
」
の

よ
う
な
語
そ
の
も
の
が
方
法
的
に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

特
に
新
古
今

に
お
い
て
は
、
「切
字
」

の
よ
う
な
語
が
方
法
意
識
的
に
用
い
ら
れ

て
い
た
と
は
十
分
に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
書
に
よ

っ
て
は
こ
の
点
は
確
か
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め
え
な
い
し
、
他
の
歌
論
的
資
料
に
よ
っ
て
も
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
相
当

困
難
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
の
問
題
関
心
で
あ
る

「句
切
れ
」
に
関
連
し
で
は
、
「切
る
」
と
い
う
意

識
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
確
認
で
き
な
い
。
試

み
に
、
同
書
冒
頭
の

「切
字

一
覧
」
を
掲
げ
て
み
る
と

(東
北
大
狩
野
文
庫
本
に

よ
る
)、や

そ

い
つ

い
つ
れ

い
か
て

な
に

な
と

た
れ

た
か

む

い

か
に
し
て

い
と
ふ
な
よ

か
な

た
の
む
そ
よ

し
ら
さ
り
き

け
り

ら
ん

わ
す
る
な
よ

わ
れ
に
を
し
へ
よ

い
く

こ
そ

め
や

た
え
は

て
ね

や
は

い
か
に
せ
ん

む
か
ひ
の
な

ぞ
ぬ
難
酷
譲
齲

い
か
に
せ

ん

世
の
中
よ

か
蝴能
か

せ
饕
擁

わ
た
㈱
鎚

と
な
る
。
掲
出
三
十

一
語
句
中
、
文
法
上
の
文
終
止
と
な
る
も
の
は
十
八
語
句

で

あ
る
。
文
法
上
の
切
れ
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
、
韻
律
的
内
在
的

な

「
切
字
」
と
い
ヶ
よ
吟
、
、文
法
的
な
切
れ
の
概
念
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

「切
字
」

の
よ
う
な
語
が
方
法
意
識
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
を

「句
切
れ
」
の
方
法
論
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
書

の

「切
字
」
説
は
、
新
古
今
の
方
法
の
解
明
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
そ
う

で
は
あ
る
が
、
句
切
れ
の
方
法
論
と
し
て
確
認
し
て
そ
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
と
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
句
切
れ
の
周
辺
の
事
例
か
ら
想
到
し
う
る
結
論
は
、
句
切

れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
意
識
的

な
方
法
論
で
は
な
く
、
詞
の

「続
け
が
ら
」

の
方
法
論
に
解
消
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
文
法
的
な
切
れ

か
否
か
、
句
切
れ
の
概
念
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
当
時
の
歌
論
類
か
ら
は

困
難
、
と
い
う
よ
り
、
無
意
味
で
あ

り
、
「韻
律
的
内
在
的
句
切
れ
」
を
認
め
る

に
し
て
も
、
そ
れ
を
方
法
論
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「続
け
が
ら
」

の
方

法
論
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
あ
り
方
と

し
て
享
受
論
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。

ド
ぞ
も
そ
も
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
関
す
る
意
識
が
、
訓
点
作
業
や
歌
病
説
を
契
機
と
し

て
確
立
し
て
く
る
の
は

『八
雲
御
抄
』

の
集
大
成
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
活
用
に
関

　
　
　

す
る
意
識
も
確
立
し
て
く
る
の
は
鎌
倉
期
で
あ
る
と
い
う
。
新
古
今
の
時
代
は
、

テ

ニ
ヲ

バ
や
活
用
の
意
識
が
確
立
し
て
く
る
時
代
で
あ
り
、
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
れ
ら
を
和
歌
創
作
の
方
法
論
に
活
用
す
る
こ
と
は
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
切
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
方
法
意
識
化
し
う
る
よ
う
な

ヘ

へ

段

階

で

は

な

か

っ
た

ろ

う

。

俊

成

の
構

成

批

評

に

は
、

「
『
…

…
』

と

い
ひ
し

あ

る

ヘ

ヘ

へ

い
は

「
『…
…
』
と
置
け
る
」
な
ど
と
あ

っ
て
、
「切
る
」
と
い
う
語
は
用

い
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
歌
合
判
詞
に
は

郭
公

四
番

右

西

丶
丶

い
か
ば
か
り
あ
は
れ
な
ら
ま
し
郭
公
か
く
待
た
れ
て
し
来
鳴
か
ま
し
か
ば

…
…
右
歌
、
「
か
く
待
た
れ
て
し
」
な
ど
よ
め
る
ほ
ど
、
す
べ
ら
か
な

ら
ず
。
句
切
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
も
あ
れ
ば
、
左
の
勝
ち
に
や
と
そ
申
す

べ
き
。

(
『天
治
元
年
花
林
院
歌
合
』
俊
頼
判
)

と
い
う
例
が
あ
る
。
歌
の
批
評
享
受
に
お
い
て

「句
切
る
」
と
い
う
語
が
登
場
し

て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
新
古
今
期
ま
で
の
歌
合
で
は

唯

一
例
の
よ
う
で
、
こ
こ
で

「切
る
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
て
い
た
と
見
る
の

に
は
躊
躇
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
「続
け
が
ら
」
の
方
法
論
の
萌
芽
と
も
い
え
る
か

も
し
れ
ず
、
連
歌
か
ら
の
逆
影
響
も
想
定
さ
れ
、
簡
単
に
除
棄
し
て
よ
い
用
例
と

は
思
わ
れ
な
い
が
、
声
調
上
の
抵
抗
感
を
評
し
た
ば
か
り
の
も
の
と
解
し
て
お
き

た
い
。

句
切
れ
は
、
「続
け
が
ら
」

の
方
法
論
の
中
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
考
え
ら
れ

る
。
今
、
句
切
れ
の
概
念
を
決
定
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
近
代
的
な
感
覚
に
す
ぎ

ず
、
新
古
今
の
方
法
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
極
端
に
い
え
ば
、
句

切
れ
と
は
、
す
べ
て
の
句
と
句
と
の
間
と
い
え
る
し
、
さ
ら
に
は
、
新
古
今
に
は

「句
割
れ
」
も
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
文
節
、
す
べ
て
の
単
語

(13)
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ご

と

の

間

で
あ

る

と

い

う
と

こ
ろ

に
ま

で
至

り

着

く

。

三

し
か
し
、
句
切
れ
を
す
べ
て
の
句
間
に
解
消
し
て
し
ま

っ
て
事
足
れ
り
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
な
お
も
残
さ
れ
て
い
る
。

風
巻
景
次
郎
氏
は
、
三
句
切
れ
な
ど
に
つ
い
て
、

三
句
切
は

『新
古
今
集
』

の
歌
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
論
理
的

意
味
の
切
断
と

い
う
こ
と
を
伴

っ
て
い
る
。
(中
略
)
三
句
切
は
、
意
味
の

概
念
的
統

一
を
不
明
瞭
に
す
る
。
(中
略
)
か
く
の
ご
と
き
性
質
の
表
現
法

の
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
か
る
表
現
法
を
用
い
て
い
な
い
歌
に
お
い

て
も
、
同
じ
傾
向
の
存
す
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　　
　

と
述
べ
て
い
る
。
氏
が
三
句
切
れ
な
ど
が

「情
調
の
表
現
」
を
狙

っ
た
も
の
と
し

へ

て
い
る
の
は
こ
こ
で
は
保
留
し
、
ま
た
、
「表
現
法
」
と
す
る
点
は
修
正
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
ど
し
て
も
、
や
は
り
、
句
切
れ
が
新
古
今
の
大
き
な
特
徴

で
あ
る
と

述
べ
る
の
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
が
句
切
れ
を

「用
い
て
い
な
い
歌

に
お
い
て
も
、
同
じ
傾
向
の
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
逆
に
、
句
切
れ
が

意
識
的
方
法
で
は
な
い
と
解
し
う
る
が
、
句
切
れ
が
す
べ
て
の
句
間

一
般
に
解
消

す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
句
切
れ
が
句
と
句
と
の
間
の
ひ
と

つ
の
特
殊
な

あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
看
破
し
て
い
る
。
句
切
れ
そ
の
も
の
が
意
識
的
な
方

法
で
あ
る
か
否
か
と
は
別
の
次
元
で
、
句
切
れ
は
、
依
然
と
し
て
、
新
古
今
に
お

い
て
は
重
要
な
意
味
を
担

っ
て
い
る
。

こ
の
風
巻
氏
説
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
藤
平
春
男
氏
は
、
句
切
れ
の

「手
法
」
を
分
析
し
た
う
え
で
、

新
古
今
集
に
お
け
る
句
の
断
切
は
.
何
句
切
れ
か
と
い
う
声
調
上
の
問
題
と

し
て
形
式
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
句
切
れ
を
超
え
た
問
題
と
し
て
、
扱
う
必
要

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　ア
　

 と
提

言

し

て

い

る
。

「句

の
断

切

」

と

い
う

語

を

、

「
句

切

れ
」

と

は

明

確

に

区

別

し
て
用
い
て
い
て
、
句
切
れ
を
す
べ
て
の
句
間
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
特
殊
な
あ
り

方
と
す
る
、
本
稿
の
論
旨
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。
本
稿
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
提
言

を
受
け
た
形
で
成
さ
れ
て
い
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
句
切
れ
は
、
詞
の

「続
け
が
ら
」

に
解
消
す

べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
「続
け
が
ら
」
の
ひ
と

つ
の
特
殊
な
あ
り
方
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「続
け
が
ら
」
は
、
新
古
今
の
最
も
基
本
的
な
方
法
論

で
あ

る
。
そ
れ
は
歌

の
姿
を
形
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
姿
と
し
て
は
最
も
重
要

な
の
は
主
題
で
あ
る
。
「続
け
が
ら
」
は
主
題
性
を
担

っ
て
い
る
。
藤
平
氏
の
言

う

「声
調
上
の
問
題
と
し
て
形
式
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
句
切
れ
を
超
え
た
問
題
」

と
は
、
「続
け
が
ら
」
と
主
題
性
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

新
古
今
は
、
和
歌
伝
統
の
累
積
と
し
て
の
歌
こ
と
ば
の

「続
け
が
ら
」
に
よ

っ

　ユ

て
自
ら
主
題
を
紡
ぎ
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
表
現
構
造
を
も

つ
。
方

法

と
し

て
の

「続
け
が
ら
」

は
、
表
現
構
造
の
問
題
で
も
あ
る
。
「続
け
が
ら

」

は
、
韻
律
な

ど
結
果
論
風
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を

「超
え
た
問
題
」
と
し
て
、
主
題
的
に
表
現

構
造
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

句
切
れ
は
、
意
識
的
な
方
法
論
と
し
て
は
、
句
と
句
と
の
間

一
般
に
解
消
す
る

と
述
べ
た
が
、

一
方
で
、
連
歌
論

・
俳
論
以
降
の
現
代
か
ら
の
結
果
論
的
把
握
に

す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
句
切
れ
、
特
に
初
句
切
れ

・
三
句
切
れ
の
新
古
今
に
お
け

る
増
加
と
い
う
外
在
的
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
統
計
的
な
問
題
で
は
な
く
、
歌

す
　

合
に
お
け
る
披
講
形
式
が
三
句
切
れ
の
朗
詠
で
あ
り
、
ま
た
、
潜
在
的
に
連
歌
の

切
字
に
継
承
さ
れ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
句
切
れ
は

「続
け
が
ら
」
の
方
法
の
、
無

意
識
的
な
が
ら
、
代
表
的
、
も
し
ぐ
は
尖
鋭
的
な
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

方
法
論
と
し
て
の
意
識
性
と
は
別
に
、
句
切
れ
は
、
新
古
今
の
表
現
構
造
を
明
ら

ヘ

へ

か
に
す
る
重
要
な
指
標
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
句
切
れ
を
分
析
対
象
で
は
な
く
、

分
析
の
た
め
の
概
念
、
作
業
仮
説
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
歌
合
の
披
講

形
式
や
連
歌

へ
の
展
開
を
考
え
る
ど
、
三
句
切
れ
が
、
新
古
今
に
お
い
て
は
、
最

ヘ

へ

も
特
徴
的
な
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

句
切
れ
を
分
析
概
念
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
句
切
れ
を
文
法
上
の
文
終
止
の
み

(14)
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に
限
定
す
る
規
定
が
、
再
び
浮
か
び
上
が
っ
て
ぐ
る
。
当
面
、
分
析
概
念
と
し
て

の
客
観
性
が
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

三
句
切
れ
を
新
古
今
の

一
特
徴
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
意
識
的
方
法
論
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
ひ
と

つ
、
数
量
的
な
圧
倒
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
問
題
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

句
切
れ
を
文
法
的
な
文
終
止
に
限
定
す
る
立
場
に
基
づ
き
、
八
代
集
に
お
け
る

各
句
切
れ
の
数
を
表
に
示
し
た

(表
1
)。
『新
古
今
集
』
に
つ
い
て
は
、
古
歌
が

多
い
の
で
、
新
古
今
歌
人
と
し
て
撰
者
六
人
と
後
鳥
羽
院

・
良
経
の
計
八
人
の
歌

に

つ
い
て
も
集
計
し
た
。
句
切
れ
の
認
定
に
あ
た

っ
て
は
、
橋
本
不
美
男

・
久
保

　り
　

木
哲
夫

・
杉
谷
寿
郎
各
氏
の

「古
今
和
歌
集
技
法

一
覧
」
の

「
凡
例
」
に
お
お
む

ね
準
じ
た
が
、
個
々
の
歌
に
お
け
る
認
定
に
あ
た

っ
て
は
、
恣
意
に
拠

っ
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
文
法
的
な
文
終
止
を
も

っ
て
句
切
れ
の
認
定
基
準
と
す
る
に
し
て
も
、

な
お
流
動
的
な
要
素
は
多
く
、
表
の
数
字
に
も
異
同
が
多
々
予
測
さ
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
概
略
く
、ら
い
は
示
せ
よ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

表
を

一
見
し
て
気
づ
く
の
は
、
ま
ず
、
『古
今
集
』
の
特
異
性
で
あ
ろ
う
。
句

切
れ
の
多
さ
は
あ
た
か
も
次
代
を
先
取
り
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
、
同
集

の
和
歌
史
に
お
け
る
突
出
ぶ
り
を
句

切
れ
の
面
か
ら
も
検
証
し
う
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
二
、
四
句
切
れ
が
多
い
の
は
、
・万
葉
的
な
も
の
の
残
存
な
の
で
あ
ろ
う

か
。『古

今
集
』

の
突
出
ぶ
り
は
視
野

の
外
に
置
く
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
の
、

句
切
れ
の
使
用
の
増
加
、
特
に
、
初

、
三
句
切
れ
の
増
加
が
目
に
つ
く
。
.
こ
の
こ

と
は
従
来
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
も
あ
る
し
、
ま
た
、
『新
古
今
集
』
に
初
、

三
句
切
れ
が
多
い
の
も
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『千
載
集
』
そ

の
ほ
か
と
比
べ
て
み
て
も
、
『新
古
今
集
』
に
初
、
三
句
切
れ
が
特
に
多

い
と
い

え
る
わ
け
で
も
な
い
。
『新
古
今
集
』
そ
の
も
の
の
中
で
比
較
し
て
も
、
三
句
切

表1

,一.

新古

今歌

人
)

新

古

今

千

載

詞

花

金

葉

後

拾

遺

拾

遺

後

撰

古

今

歌

集

295 1978 1288

(1282)

415 650

(639)

1218 135]

(ユ342)

1425 lioo

(ユ090)

総歌数

(短歌数)

27

(9.2)

93

(4.7)

50

(3.9)

z

(1.7)

24

(3.8)

46

(3.8)

28

(2.1)

13

(0.9)

15

(1.4)
初

14

<4.7)

183

(9.3)

109

(8.5)

48

(11.6)

65

(10.2)

184

(15.1)

180

(13.4)

203

(14.2)

193

(17.7)
二

?9

(26.8)

433

(21.9)

306

(23.9)

75

(18.1)

117

(18.3)

270

(22.2)

223

(16.6)

172

(12..1)

176

(16.1)
三

27

C9.2)

131

(6.6)

44

(3.4)

13

(3.1)

18

(2.8)

32

(2.6)

51

(3.8)

47

(3.3)

68

(6.2)
四

147

(49.8)

840

(42.5)

509

(39.7)

143

(34.5)

224

(35.1)

532

(33.7)

482

(35.9)

435

(30.5)

452

(41.5)
計

 

・
集
計

は
短
歌

に
限

っ
た
。
括
孤
内

は
、
全
短

歌
数

に
対

す
る
百
分
比

(%
)
で
あ
る
。

。
本
文

は

『新

編

国

歌

大

観
』

に
拠

っ
た
。

『金
葉
集
』

は
三
奏
本
を
採

っ
た
。

(15)
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れ
は
群
を
抜
く
が
、
初
句
切
れ
は
意
外
に
少
な
い
。
新
古
今
歌
人
に
限
定
し
た
も

の
の
数
字
は
、
他
集
に
比
べ
て
み
る
と
、
確

か
に
初
、
三
句
切
れ
は
多
く
、
二
句

切
れ
は
少
な
い
。
し
か
し
、
初
句
切
れ
は
、
四
句
切
れ
と
同
数
で
、
三
句
切
れ
は

全
体
の
三
割
に
も
達
し
な
い
。
認
定
基
準
の
相
違
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

だ
し
、
単
に
数
値
が
問
題
な
の
で
は
な
く
そ
の
内
質
が
問
慰
な
の
は
い
う
ま
で
も

ヘ

ヘ

へ

な
く
、
ま
た
、
新
古
今
に
お
い
て
は
初
、
三
句
切
れ
が
こ
と
の
ほ
か
印
象
的
で
あ

る
の
も
確
か
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
初
、
三
句
切
れ
を
も

っ
て
新
古
今
の

一
特
徴
と
す
る
の
は
早
計
す
ぎ
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
新
古
今
の
句
切
れ
の
特
徴

と
し
て
、
倒
置
表
現
で
あ
る
も
の
は
少
な
く
、

二
文
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
多
、い
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
て
い
麺
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
、
表

に
示
し
て
み
た

(表
H
)。
倒
置
表
現
の
も
の
は
、
歌
の
文
末
が
、

活
用
語
の
連
用
形
や
助
詞
な
ど
明
ら
か
に
倒
置
と
判
別
で
き
る
も
の
に
限
定
し
、

倒
置
表
現
と
思
え
る
も
の
で
も
明
徴

の
な
い
も
の
は

一
切
除
い
た
。

お
お
む
ね
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ

て
、
倒
置
表
現
と
し
て
の
句
切
れ
が
減
少
し

て
い
く
の
が
わ
か
る
。
新
古
今
に
お

い
て
は
確
か
に
最
も
少
な
い
が
、
数
字
と
し

て
は

〃顕
著
"
な
特
徴
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
新
古
今
歌
人
に
つ
い
て
は
、
他
集

と
比
べ
て
か
な
り
数
字
が
低
く
、
新
古
今
歌
人
の
句
切
れ
は
、
非
倒
置
表
現
で
あ

る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

統
計
的
な
処
理
と
し
て
は
、
三
句
切
れ
は
新
古
今
の
特
徴
と
し
て
数
え
立
て
が

た
い
。
し
か
し
、
風
巻
景
次
郎
氏
ら
に
従
え
ば
、
三
句
切
れ
を
新
古
今
の
特
質
と

す
べ
き
で
あ
る
が
、
繰
り
返
せ
ば
そ
れ
は
、
量
的
に
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
主
題

的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
集
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
形
態
的
に
は
、
二
文
表
現
と
し
て
の
三
句
切
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

定
量
的
分
析
が
文
学
研
究
に
資
す
る
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
。

表1工

(

新古

今歌

人
)

新

古

今

千

載

詞

花

金

葉

後

拾

遺

拾

遺

後

撰

古

今

歌

集

147 840 509 143 224 532 482 435 452

句
切
れ
数

29 233 165 44 65 203 156 166 140

倒
置
表
現

ユ9.7 27.7 32.4 30.8 29.0 38.2 32.4 38.2 si.o 00

 

五

し
ば

し
ば

、

新

古

今

の
三
句

切

れ
歌

の
典

型

と

さ

れ

て

い
る
次

の
歌

を

、

こ

こ

で
も

ま

ず

と

り
あ

げ

て
み

た

い
。

心

な

き

身

に
も

あ

は

れ

は

し

ら

れ

け

り
鴫

立

つ
沢

の
秋

の
夕

暮

(
巻

三

.
秋

下

・
三

六

二

、
西

行

)

・
『新

古

今

集
』

で

ば

「
題

七

ら
ず

」

と

し

て
お

り
、

『西

行

上

人

集

』

に

は

題

を

「
鴫
」

と

し

て
載

っ
て

い

る
が

、

『
山

家

集
』

の

「
秋

、

も

の

へ
ま

か

り

け

る

道

に

て
」

と

い
う
詞

書

に
従

い
、

実

景

に

基

づ

い
て

よ

ま

れ

た
歌

で
あ

る

と

一
応

解

し

て
お

く

。

(16)
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金
子
金
次
郎
氏
は
、
歌
謡

・
和
歌

・
連
歌
に
お
け
る

「鴫
」
の
用
法
を
検
討
し
、

そ
れ
を

「農
村
的
素
材
」
と
性
格
づ
け
た
上
で
、
和
歌
に
よ
ま
れ
る
鴫
に
つ
い
て
、

四
季
の
景
物
と
し
て
の
そ
れ
と
恋
の
歌
で

「鴫
の
羽
が
き
」
と
し
て
比
喩
的
に
よ

セ
　

ま
れ
る
も
の
と
の
二
つ
の
流
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
桑
原
博
史
氏
も
こ
れ
を
受
け
、

鴫
が
秋
の
景
物
と
し
て
よ
ま
れ
る
の
は
、

わ
が
門
の
お
く
て
の
ひ
た
に
お
ど
ろ
き
て
む
ろ
の
刈
田
に
鴫
ぞ
た
つ
な
る

(
『千
載
集
』
秋
下

・
三
二
七
、
源
兼
昌
)

　ヨ

あ
た
り
が
古
い
例
か
と
言
う
。
確
か
に
鴫
は
四
季
に
限
ら
ず
よ
ま
れ
て
い
た
の
が
、

『堀
河
百
首
』
で
は
鴫
.を
よ
ん
だ
歌

四
首
中
三
首
が
秋
の
歌
に
な
り

(残
り
の

一

首
は
季
節
不
分
明
)
、
『金
葉
集
』
以
後
、
特
に

『千
載
集
』
か
ら
秋
の
鴫
が
多
く

な
っ
て
、
『六
百
番
歌
合
』

で
は

「
鴫
」
題
が
秋
に
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
春
の
鴫

は
ご
く

一
部
に
残
し
な
が
ら
も
、
鴫

は
秋
の
景
物
と
し
て
定
着
し
て
い
く
傾
向
が

あ
る
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
と
思
う
。

『堀
河
百
首
』
の
鴫
の
歌
は
四
首

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て

「暁
」
題
の

歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
『六
百
番
歌
合
』
で
も
、
「鴫
」
題
の
十

二
首
中
九
首
が
有
明

・
暁
な
ど
夜
明

け
の
鴫
を
よ
ん
で
い
る

(他
の
三
首
は
時
刻

を
特
定
で
き
な
い
)。
『万
葉
集
』
巻
十
九

・
四

一
四

一
の
家
持
の
鴫
の
歌
は
夕
暮

で
あ
り
、
『千
載
集
』
.冬

・
六
〇
七

の
殷
富
門
院
大
輔

の
歌
は

「冬
の
夜
の
月
」

と
結
ん
で
い
る
が
、
お
お
む
ね
、
鴫

は
暁
の
鴫
を
よ
む
と
い
う
傾
向
が
定
着
し
つ

つ
あ

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
「鴫
は
羽
音
を
こ
そ
よ
み
な
ら
は
し
た
れ
」

(
『六
百
番
歌
合
』
秋

・
鴫

・
二
十
四
番
判
詞
)
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
鴫
の
鳥

類
と
し
て
の
性
格
か
ら
し
て
飛
び
立

つ
の
は
朝
で
あ
り
、
恋
の
比
喩
と
し
て
よ
ま

れ
る
鴫
の
性
格
と
あ
わ
せ
て
、
朝
の
鴫
を
よ
む
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
の
帰
結
で

あ
ろ
う
。
ま
と
め
て
い
え
ば
、
鴫
は
A
秋
の
夜
明
け
に
飛
び
立

つ
羽
音
を
よ
む
と

い
う
傾
向
が
、
『千
載
集
』
の
頃
に
は

「本
意
」
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

西
行
は
、
「鴫
た

つ
沢
の
秋
の
夕

暮
」
と
よ
ん
で
い
る
。
夕
暮
の
鴫
を
よ
む
の

は
、
鴫
の

「本
意
」
か
ら
見
て
破
格

で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
体
験

か
ら
生
ま
れ
出
た
歌
で
あ
ろ
う
か
ら
、
鴫
の
よ
み
方
の
伝
統
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ

れ
を
無
視
す
る
結
果
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
作
者
は

夜
明
け
の
鴫
が
伝
統
的
な

「本
意
」
で
あ
る
と
知

っ
て
い
て
、
実
景
に
基
づ
い
て

あ
え
て
そ
れ
に
反
し
、
夕
暮
の
鴫
の
情
趣
を
よ
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す

れ
ば
、
こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
は
、
夕
暮
の
鴨
の
情
趣
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ま
で
の
伝
統
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
情
趣
の
発
見
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
夕
暮
の
鴫
の
新
し
い
情
趣
を
発
見
し
え
た
の
は
、

金
子
氏
の
言
を
借
り
れ
ば

「
『心
な
き
身
』
と
観
想
す
る
と
こ
ろ
」
と
な
る
。

「心
な
き
身
」
-の
解
釈
に

つ
い
て
は
、
俗
世
間
的
な
も
の
の
情
趣
を
超
越
し
た

出
家
の
身
と
す
る
説
と
、
も
の
の
情
趣
な
ど
解
さ
底
い
わ
が
身
と
し
て
謙
辞
と
と

る
説
と
が
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
が
、
久
保
田
淳
氏
が

「心
な
し
」
「心
あ
り
」

　ど

の
和
歌
に
お
け
る
用
例
を
検
討
し
、
後
者
を
支
持
し
た
時
点
で
、
こ
の
対
立
も
終　ピ

止
符
を
打

っ
た
か
の
感
が
あ
る
。
依
然
と
し
て
前
者
に
拘
泥
す
る
向
き
も
あ
る
が
、

西
行
は
自
ら
出
家
者
と
し
て
の
立
場
に
立
て
ば
、

も
ろ
と
も
に
我
を
も
具
し
て
散
り
ね
花
う
き
世
を
い
と
ふ
心
あ
る
身
ぞ

(
『山
家
集
』
上

・
春

・
=

八
)

の
歌
の
よ
う
に

「心
あ
る
身
」
と
自
己
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「鴫
立

つ
沢
」
の
歌
の
場
合
は
、
む
し
ろ
、
「心
な
き
身
」
と
謙
遜
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

積
極
的
に
出
家
者
と
し
て
の
立
場
を
放
棄
し
た
上
で
成

っ
た
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。上

句
の
表
現
が
ふ
ま
え
て
い
る
歌
と
し
て
諸
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、

心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
景
色
を

(
『後
拾
遺
集
』
,春
上

・
四
三
、
能
因
法
師
)

と
い
う
著
名
な
歌
で
あ
る
。
異
論
は
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
歌
を
直
接
的
に
ふ

ま
え
て
よ
ま
肌
た
歌
と
し
て
は
、
「津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆

の
枯
葉

に
風
わ
た
る
な
り
」
(
『新
古
今
集
』
冬
.・
六
二
五
)
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
.

「心
な
き
身
」

の
歌
が
受
け
た
影
響
は
直
接
的
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(17)
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む
し
ろ
、

心
な
き
わ
が
身
な
れ
ど
も
津
の
国
の
な
に
は
の
春
に
た
へ
ず
も
有
る
か
な

(
『千
載
集
』
春
下

・
一
〇
六
、
藤
原
季
通
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
い
う
歌
の
方
が
、
,「心
な
き
わ
が
身
」
と
い
う
表
現
を
持
ち
、
西
行
歌
が
直
接

的
に
ふ
ま
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。
表

現
と
し
て
は
、
西
行
歌
は
季
通
歌
を
媒
介
と
、

し
て
能
因
歌
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

「あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
」

の
表
現
に
つ
い
て
は
、

あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
お
な
じ
く
は
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や

(
『後
撰
集
』
春
下

・
一
〇
三
、
源
信
明
)

ま
　

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
行
歌

は
こ
の
歌
も
ふ
ま
え
て
い
よ
う
。
西
行

「鴫

立

つ
沢
」
歌
の
上
句
全
体
が
、
以
上

三
人
の
歌
の
表
現
を
合
成
し
た
か
の
ご
と
き

表
現
に
な

っ
て
い
る
。

能
因
や
信
明
が

「見
せ
ば
や
」
と
言
う
と
こ
ろ
の
内
容
は
、
難
波
の
春
や
夜
の

月
と
桜
花
と
い
う
春
の
風
景
で
あ
り
、
「あ
は
れ
」
や

「
心
」
が
指
示
し
て
い
る

も
の
は
、
春
の
優
雅
な
情
趣
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
和
歌
に
お
い
て

「あ
は
れ

(心
)
し
れ
ら
む
人
」
と

い
う
と
き
の
内
容
と
な
る
情
趣
は
、
す
べ
て

が
春
の
風
景
で
は
な
い
に
し
て
も
、
春
の
優
雅
な
情
趣
が
主
流
で
あ
る
こ
と
は
、

心
あ
ら
む
人
の
と
へ
か
し
梅
の
花
か
す
み
に
か
を
る
春
の
山
里

(
『新
千
載
集
』
春
上

・
四

一
、
俊
成
)

な
ど
の
用
例
に
徴
し
て
も
わ
か
る
。
ま
た
、

と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
心
あ
ら
ば
こ
の
春
ば
か
り
あ
さ
ぎ
よ
め
す
な

(『
後
拾
遺
集
』
雑
春

・
一
〇
五
五
、
源
公
忠
)

の
歌
を
想
起
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
西
行
が

「鴫
た

つ
沢
の
秋

の
夕
暮
」
の
風
景
か
ら
感
得
し
た

「
あ
は
れ
」
は
、
秋
の
夕
暮
の
寂
寥
感
で
あ
る
。
鴫
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
暁

の
鴫
を
よ
む
の
が
伝
統
で
あ
り
、
ま
た
、

し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
ふ
し
原
と
び
わ
た
る
鴫
が
は
ね
音

お
も
し
ろ
き
か
な

(
『拾
遺
集
』
神
楽
歌
、、
五
八
六
)

と

よ

ま

れ

て
も

い

る

よ

う

に

、

「
お

も

し

ろ

き
」

風
情

を

よ

む

も

の

で
あ

り

、

秋

の
寂

寥

た

る

「
あ

は

れ
」

を

よ

む

の

で

は

な

い
。

こ

の
西
行

歌

を

経

て
も

な

お

ハ
・

も

の

と

す

イ

「
か
ら
に
も
や
ま
と
に
も
暁
の
鴫
た
つ
心
を
秋
の
あ
は
れ
の
も
と
ら
す
は
か
り
い

ひ
な
ら
は
し
た
る
こ
と
は
い
と
も
侍
ら
ぬ
に
や
」
と
、
「秋
の
あ
は
れ
」
な
る
鴫

を
よ
む
の
が
固
定
し
て
い
な
い
の
を
示
す

一
文
が
あ
る

(
『千
五
百
番
歌
合
』
秋

四

・
七
百
五
十
九
番
判
詞
)。

西
行
は
和
歌
的
伝
統
に
異
質
な
秋
の
夕
暮
の
鴫
の

「あ
は
れ
」
を
よ
ん
で
い
る
。

実
景
を
前
に
し
て
、
そ
の
実
景
が
和
歌
的
伝
統
と
異
質
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
「あ

は
れ
」
な
る
新
し
い
感
動
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
自
身
を
謙
遜
し
て
和
歌
の
伝
統

的
情
趣

で
あ
る
春
の
優
雅
を
解
し
な
い

「
心
な
き
身
」
.と
規
定
し
た
と
き
、
非
伝

統
的
な

「
あ
は
れ
」
が
表
現
し
え
た
の
で
あ
る
。
秋
の
夕
暮
の
鴫
の
寂
寥
の

、「あ

は
れ
」
を
表
現
し
え
た
の
は
、
「心
な
き
身
」
と
い
う
西
行
の
自
己
規
定
で
あ

っ

た
。新

し
い
情
趣
の
発
見
と
い
う
こ
と
を
主
題
的
に
表
現
す
る
の
に
、
情
趣
を
感
得

さ
せ
た
風
景
の
表
現
に

「心
な
き
身
」
と
い
う
自
己
規
定
の
表
現
を
並
置
さ
せ
て

い
る
の
は
、
主
題
が
、
単
に
新
し
い
情
趣
の
発
見
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「心

な
き
身
」
に
よ
る
情
趣
の
発
見
、
い
い
か
え
れ
ば
、
新
し
い
情
趣
の
発
見
は
ね
が

「心
な
き
身
」
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
、
「心
な
き
身
」
.が
新
し
い
情

趣
を
発
見
し
え
た
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
、
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
.そ
の

意
味
で
ハ
こ
の
歌
は
き
わ
め
て
西
行
的
で
あ
る
。
、

こ
の
歌
が
、
先
行
和
歌
の
伝
統
的
な
表
現
を
周
到
に
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
作
者
が
実
景
か
ら
生
じ
た
原
初
の
感
動
を
自
ら
和
歌
伝
統
に
よ

っ
て
捉
え

返
し
て
意
味
づ
け

(歌
と
し
て
の
主
題
化
)
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
伝
統
的
な

表
現
を
ふ
ま
え
る
と
い
う
作
者
の
自
己
対
象
化
作
業

に
よ
,っ
て
、
反
伝
統
的
な

「心
な
き
身
」
に
ょ
る
非
伝
統
的
な

「あ
は
れ
」
の
発
見
を
主
題
的
に
表
現
し
え

た
。
伝
統
的
表
現
を
周
到
に
ふ
ま
え
る
と
い
う
表
現
構
造
そ
の
も
の
が
、
自
律
的

に
主
題
を
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
表
現
構
造
と
主
題
と
の
関
係
性
を
捉
え
る
と
ハ
ひ

(is)



新古今における三句切れの表現構造

と

つ
の
表
現
の
か
た
ち
も
主
題
的
状
況
に
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
表
現

の
か
た
ち
と
は
、
こ
の
歌
の
場
合
、
三
句
切
れ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
三
句
切
れ
は
、
.上
句
の
主
観
的
抒
情
と
下
句
の
客
観
的
叙
景
と
の
対

　レ
　

立
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
上
句
の
自
己
規
定
と
下
句
の
寂
寥
の
風
景
が

と
も
に
伝
統
的
表
現
に
よ
る
対
冉
化
作
用
を
通
過
し
て
主
題
を
生
成
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
上
下
句
は
表
現
と
し
て
は
等
価
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

上
句
の
主
観
的
抒
情
と
下
句
の
客
観
的
叙
景
の
対
立
と
考
え
ら
れ
う
る
三
句
切
れ

か
ら
、
謙
遜
し
た
自
己
規
定

(上
句

)
に
よ
る
実
景

(下
句
)
の
捉
え
返
し
と
い

う
主
題
の
生
成
過
程
を
あ
ら
わ
な
形

で
見
て
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
伝

統
を
周
到

に
ふ
ま
え
る
と
い
う
表
現
構
造
が
自
律
的
に
主
題
を
生
成
し
て
ゆ
く
二
つ
の
要
素

と
い
う
形
で
、
主
観
的
抒
情
と
客
観
的
叙
景
ふ
う
の
表
現
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。

表
現
と
し
て
、
い
ず
れ
が
因
で
、
い
ず
れ
が
果
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
両
者
が
三

句
切
れ
と
い
う
形
で
結
び

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
し
い
主
題
が
生
成
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
句
切
れ
は
、
歌
の
表
現
構
造
を
あ
ら
わ
に
す
る
裂
け
目

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。、・

亠
!丶

 

三
句
切
れ
そ
の
も
の
が
い
か
な
る
表
現
構
造
を
持

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
問
題
を
持
ち
越
し
て
い
る
。

西
行
の

「鴨
立

つ
沢
」
の
歌
は
、
実
景
を
契
機
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
の
限
り
に
お
い
て
は
、
新
古
今

の
主
流
に
反
し
て
い
て
西
行
的
性
格
の
歌
で

あ
る
と
は
い
え
る
。

次
に
、
い
わ
ゆ
る
新
古
今
的
な
代
表
歌
の
ひ
と
、つ
、
同
じ
三
夕
の
歌
の
中
の
、

定
家
の
、

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮

(秋
上

二
二
六
三
)

を
と
り
あ
げ
た
い
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
あ
る
こ
と
は
周

　ま

知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
久
保
田
淳
氏
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

1
観
念
的
な
表
現
と
解
す
る
立
場
。

2
実
景
的
な
表
現
と
解
す
る
立
場
。

a
花
も
紅
葉
も
現
実
に
無
、
。

b
花
も
紅
葉
も
実
際
に
無
い
が
、
そ
れ
が
か
え

っ
て
お
も
し
ろ
い
。

C
花
も
紅
葉
も
現
実
に
無
い
。
・そ
の
よ
う
に
万
事
が
虚
無
で
あ
る
。
・

久
保
田
氏
自
身
は
、
こ
の
歌
が

『源
氏
物
語
』
睨
石
巻
の

一
場
面
を
引

い
て
い

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
2
b
を
支
持
し
て
い
る
。
最
近
の
注
釈
類
も
多
く
こ
れ

　
　

に
準
じ
て
お
り
、
長
い
論
争
史
も
よ
う
や
く
収
拾
を
む
か
え
づ

つ
あ
る
。
本
稿
に

も
こ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
実
景
に
は
な
い
花
紅
葉
を
想
起
し
て
い
る
点
、

観
念
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
観
念
対
現
実
と
い
う
対
立
図

式
で
、は
捉
え
き
れ
な
い
問
題
で
は
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
歌
が

『源

氏
物
語
』
取
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
『源
氏
物
語
』

の
側
に
帰
す
べ
き
問
題
で

は
な
い
。

古
来
か
ら
の
諸
説
が
分
か
れ
て
の
論
争
は
、

一
に
、
「花
も
紅
葉
も
」
の
理
解

に
か
か

っ
て
い
る
。
「花
も
紅
葉
も
」
と
並
列
さ
せ
た
例
と
し
て
は
、

ふ
る
雪
は
き
え
で
も
し
ば
し
と
ま
ら
な
む
花
も
紅
葉
も
枝
に
な
き
こ
ろ

(『後
撰
集
』
雑
二

・
=

九
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

が
あ
り
、
こ
れ
を
本
歌
に
取

つ
て
.

こ
の
比
は
花
も
紅
葉
も
枝
に
な
し
し
ば
し
な
消
え
そ
松
の
し
ら
雪

(
『新
古
今
集
』
冬

・
六
八
三
、
後
鳥
羽
院
)

と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
二
首
と
も

「花
も
紅
葉
も
」
と
い
う
表
現
に
は
、
定
家

歌
に
同
じ
く

「
な
し
」
と
い
う
否
定
表
現
を
伴
、っ
て
い
る
の
に
は
注
意
し
て
お
き

た

い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
首
の
、
本
歌
-
本
歌
取
と
い
う
特
殊
な
関
係
性
に

よ
り
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
か
に
も
、

春
秋
は
す
ぐ
す
も
の
か
ら
心
に
は
花
も
紅
葉
も
な
く
こ
そ
あ
り
け
れ

(
『貫
之
集
』
八
九

一
)

(19)
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お
も
ひ
し
る
は
な
も
も
み
ち
も

な
き
も
の
を
さ
の
み
を
い
か
が
風
を
い
と
は

む

(
『林
葉
集
』
秋

・
五
五
九
)

.な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
主
題
に
応
じ
て
、
「花
も
紅
葉
も
」

の
用
法
も

微
妙
に
相
違
し
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
、
「花
も
紅
葉
も
」
は
、
否
定
表
現
と
と

も
に
、
春
秋
の
代
表
的
景
物
と
し
て
、.
そ
れ
が
非
在
の
時
に
想
起
さ
れ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
否
定
表
現
は
伴
わ
な
い
が
、

い
か
な
れ
や
花
も
も
み
ち
も
を

り
こ
そ
あ
れ
年
の

一
と
せ
あ
か
ぬ
月
影

(
『清
輔
集
』
秋

・
=
二
六
)

の
歌
も
同
想
で
あ
る
。

非
在
の
、
春
秋
の
代
表
的
景
物
と

し
て
の

「花
も
紅
葉
も
」
と
い
う
表
現
は
、

き
わ
め
て
観
念
的

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
と
よ
り
、
春
秋
の
優
劣
の
争
い
を
は
じ

め
と
す
る
王
朝
的
情
趣
、
な
い
し
は
、
和
歌
的
伝
統
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「花
も
紅
葉
も
」

は
、
明
る
い
、
は
な
や
か
な
情
趣
、
優

雅
な
も
の
の
代
表
と
し
て
あ
る
。
前

に
引
、
た
五
首

の
例
歌
に
お
い
て
も
、
「花

も
紅
葉
も
」
は
、
非
在
の
、
春
秋
の
代
表
的
景
物
と
し
て
想
起
さ
れ
つ
つ
、
現
在

を
そ
れ
に
反
す
る
暗
鬱
な
も
の
と
認
識
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
実
景
を
よ
り
優

美
な
も
の
と
し
て
賞
揚
す
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
比
較
対
照
の
観
念
的
基
準
と

い
つ
て
も
よ
い
。

下
句
の

「浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
」
は
、
本
来
は
寂
寥
た
る
哀
愁
そ
そ
る
風
景

で
あ

っ
た
。
用
例
を
あ
げ
れ
ば
、

も
の
思
ふ
と
行
き
て
も
見
ね
ば
た
か
か
た
の
あ
ま
の
と
ま
や
に
く
ち
や
し
ぬ

ら
ん

(
『後
撰
集
』
雑
二

・
=

九
四
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

松
島
の
あ
ま
の
と
ま
や
や
い
か
な
ら
む
須
磨
の
浦
人
し
ほ
た
る
る
こ
ろ

(
『源
氏
物
語
』
須
磨
巻
、
紫
上
の
詠
)

.世
の
中
は
か
く
て
も

へ
け
り
き
さ
か
た
や
あ
ま
の
と
ま
や
を
我
が
宿
に
し
て

(
『後
拾
遺
集
』
羇
旅

・
九
三
三
、
能
因
法
師
)

た
ち
帰
り
ま
た
も
き
て
み
ん
松
島
や
を
島
の
と
ま
や
浪
に
あ
ら
す
な

(
『新
古
今
集
』
羇
旅

・
九
三
三
丶
俊
成
)

な
ど
数
多
い
。
羇
旅
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
旅
愁
を
主
題
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
定
家
の

「浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
」
も
、

・旅
の
寂
寥

・
哀
愁
な
ど
が
主
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

確
か
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
。
注
釈
史
を
見
れ
ば
ほ
と
ん
ど
が

そ
う

で
あ
る
。
甚
だ
し
く
は
、
わ
び
茶
の
根
本
精
神
に
も
「付
会
さ
れ
て
い
る

(
『南
方
録
』
)。
し
か
し
、
こ
の
下
句

に

「見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け

り
」
と
い
う
上
句
が
並
置
さ
れ
る
と
、
主
題
は
、
寂
寥

・
哀
愁
を
突
き
抜
け
て
、

寂
寥

・
哀
愁
を
そ
そ
る
風
景
で
あ
り
な
が
ら
、
か
え

っ
て
そ
こ
に
興
趣
を
感
ず
る

と
い
う
、
あ
た
ら
し
い
興
趣
の
発
見
の
主
題
が
生
成
さ
れ
て
く
る
。
「花
紅
葉
」

と
い
う
比
較
対
照
の
原
点
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕

暮
」

の
興
趣
が
新
し
く
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

主
題
的
に
は
、
お
よ
そ
背
反
し
そ
う
な
上
句
と
下
句
の
表
現
が
、
和
歌
の
伝
統

的
表
現
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
上
、
下
句
に
並
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と

つ
の

統

一
的
な
伝
統
に
反
す
る
主
題
が
新
し
く
生
成
す
る
。
.伝
統
的
表
現
を
ふ
ま
え
る

こ
と
は
、
伝
統
的
表
現
に
よ
る
対
象
化
作
業
で
あ
り
、
そ
こ
に
伝
統
と
の
差
異
を

認
識
し
、
こ
れ
が
主
題
と
し
て
自
立
す
る
。
定
家

の
こ
の
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
認

識
の
過
程
が
見
や
す
い
三
句
切
れ
の
図
式
と
し
て
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
歌
に
お
い
て
も
、
三
句
切
れ
は

一
首
の
表
現
構
造
を
あ
ら
わ
な
形
で
顕
在
化
す

る
裂
け
目
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
三
句
切
れ
は
、
伝
統
と
の
差
異
の
認
識
の
あ
ら

わ
な
形
で
あ
り
、
〃発
見
"
の
構
造
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
な
お
も
問
題
を
持
ち
越
し
で
い
る
。
『源
氏
物
語
』
取

と
い
う
点
で
あ
る
、
本
歌
取
の
表
現
構
造
に
つ
い
て
は
、
ま
た
機
会
を
改
め
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
今
は
あ
え
て
避
け
て
論
じ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
歌
の
主
題
が
新

し
い
興
趣
の
発
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
典
拠
の

『源
氏
物
語
』

の
側
か
ら
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

佐
藤
恒
雄
氏
は
、
典
拠
と
し
て
従
来
説
か
れ
て
き
た

「は
る
ば
る
と
、
物
の

と
ど
こ
ほ
り
な
き
海
づ
ら
な
る
に
、
な
か
な
か
、
.春
秋
の
花
紅
葉
の
盛
り
な
る
よ

り
も
、
た
だ
そ
こ
は
か
と
な
う
茂
れ
る
蔭
ど
も
な
ま
め
か
し
き
に
」
と
い
う

一
節

(ZO)



新古今における三句切れの表現構造

よ
り
も

「
む
し
ろ
重
要
な
典
拠
」
と
し
て
、

入
道
の
領
じ
占
め
た
る
所
ど
こ
ろ
、
海
の
つ
ら
に
も
山
が
く
れ
に
も
、
時
々

に
つ
け
て
興
さ
か
す
べ
き
渚

の
苫
屋
、
お
こ
な
ひ
を
し
て
後
の
世
の
こ
と
を

思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水

の
つ
ら
に
、
い
か
め
し
き
堂
を
建
て
て
三
昧
を
行

ひ
、
(下
略
)あ

　

の
場
面
を
指
摘
し
た
。
氏
は
、
結
論
と
し
て
、
「定
家
は
前
引
の

『花
紅
葉
』
の

語
を
、
む
し
ろ
こ
の
場
面
に
と
り
入
れ
て
、
源
氏
の
視
点
で
詠
歌
し
て
い
る
と
み

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
(中
略
)
こ
の
歌
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
海
辺
の

秋
の
あ
わ
れ
、
秋
の
興
趣
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
本
歌

(本

説
)
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
場
面

は
、
光
源
氏
が
須
磨
か
ら
明
石
に
移
り
、
気

分
を

一
新
し
て
、
明
石
入
道
や
や
が
て
の
明
石
君
と
の
出
会
い
、
さ
ら
に
は
都

へ

の
帰
還
を
ひ
か
え
て
の
、
物
語
の
世
界
が
暗
か
ら
明

へ
移
行
す
る
段
階
に
あ
る
こ

と
も
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
「視
点
」

に
関
し
て
は
、
作
者
が
、
「浦
の
苫
屋
」
に

　ね
　

い
て
、
そ
こ
か
ら

「見
わ
た
」
し
て

い
る
と
解
す
る
説
が
あ
り
、
こ
れ
も
重
要
な

,指
摘
で
あ
る
が
、
今
は
ふ
れ
な
い
。

定
家
の
歌
は
、
上
句

・
下
句
と
も

『源
氏
物
語
』
明

石
巻
の
こ
と
ば
に
拠

っ
て
、

新
し
い
興
趣

の
発
見
を
主
題
化
し

て
い
る
。
ま
た
、
以
上
に
引
用
し
た
よ
う
な

歌
々
の
形
成
す
る
和
歌
の
伝
統
的
表

現
を
も
ふ
ま
え
て
い
る
。
作
者
は
、
『源
氏

物
語
』

の
場
面
を
和
歌
的
伝
統
に
よ

っ
て
捉
え
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
に
よ

る
こ
と
ば
の
捉
え
返
し
。
作
者
は
、
二
つ
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
二
重
に
対
象
化
さ

れ
つ
つ
、
主
題
を
生
成
し
て
ゆ
く
。

こ
の
定
家
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
表
現

構
造
を
持

つ
て
い
る
。

前
節
に
お
い
て
も
、
三
句
切
れ
は
、
新
古
今
の
表
現
構
造
を
あ
ら
わ
に
す
る
裂
、

け
目
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
が
裂
け
目
・で
あ

'
0
う
る
の
は
、
伝
統
的
表
現
を
ふ

ま
え
る
こ
と
に
よ
る
自
己
対
象
化
と

い
う
認
識
過
程

(表
現
構
造
)
の
最
も
あ
ら

わ
な
形
で
あ
る
発
見
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
三
句
切
れ
が
、
「続
け
が

ら
」

の
最
も
代
表
的
、
か
つ
尖
鋭
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
認
識
の
最

も
代
表
的
、
か
つ
尖
鋭
的

(衝
動
的
と
も
)
な
形
で
あ
る
発
見
の
構
造
だ
か
ら
で

あ
る
。

前
節
に
あ
げ
た
西
行
の

「鴫
た
つ
沢
し

の
歌
は
、
実
景
を
も
と
に
し
て
そ
れ
を

伝
統
的
表
現
に
よ
っ
て
捉
え
返
し
た
の
で
あ

っ
た
。
実
景
が
あ
く
ま
で
前
提
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
定
家
ら
の
歌
と
は
異
質
で
あ
る
。
定
家
の

「浦
の
苫
屋
」
の
歌
は
、
実
景
で
は
な
く
、
『源
氏
物
語
』

の
こ
と
ば
を
前
提
と

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
の
新
古
今
の
歌

一
般
に
お
い
て
は
歌
題
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
前
に
引
い
た
後
鳥
羽
院
の

「
こ
の
ご
ろ
は
花
も
紅
葉
も
枝

に
な
し
」

の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
松
に
か
か
る
白
雪
に
花
紅
葉
と
同
質

の
情
趣
を
発
見
し
、
そ
の
発
見
を
起
点
に

「
し
ば
し
な
消
え
そ
」
の
命
令
表
現
が

生
ま
れ
る
。
こ
の
場
合
、
命
令
そ
の
も
の
が
主
題
と
は
な
り
え
な
い

(命
令
の
命

令
と
し
て
の
実
効
力
は
な
い
)
の
で
、
命
令
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
、
冬

の
情
趣
の
発
見
が
主
題
と
な
ろ
う
。
本
歌
に
即
き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の

歌
の
三
句
切
れ
も
発
見
の
構
造
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

七

本
稿
の
考
察
は
、
あ
く
ま
で
三
句
切
れ
を
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
二
句

切
れ
に
関
七
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

下
も
え
に
思
ひ
消
え
な
ん
煙
だ
に
あ
と
な
き
雲
の
は
て
ぞ
悲
し
き

(
『新
古
今
集
』
恋
二

・
一
〇
八

一
、
俊
成
卿
女
)

と
い
う
歌
も
、
多
く
の
恋
歌
群
、
特
に

『狭
衣
物
語
』
の
歌
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
わ
が
身
の
行
く
末
を
見
出
し
つ
つ
、
「あ
と
な
き
雲
の
は
て
」

へ
と
そ

の
自
己
認
識
を
突
き
抜
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
二
句
切
れ
に
ょ

っ
て
△
以
上
の
よ

う
な
自
己
認
識
の
深
化

(行
く
末
の
発
見
)
を
主
題
化
し
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
歌

で
も
駅
二
句
切
れ
は
、
自
己
の
行
く
末
の
発
見
の
構
造
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
句
切
れ
と
三
句
切
れ
と
は
同
様
の
表
現
構
造
を
持

っ
て
い
る

(21)
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と
思
わ
れ
る
が
、
新
古
今
で
は
、
数

に
お
い
て
三
句
切
れ
が
二
句
切
れ
を
圧
倒
す

る
の
は
、
歌
合
の
披
講
形
式
が
三
句

切
れ
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
、
今
の
ど
こ
ろ

理
由
を
見
出
し
え
な
い
。
連
歌

の
逆
影
響
も
あ
ろ
う
か
。
初
句
切
れ
、
四
句
切
れ

に
つ
い
て
は
、
新
た
に
別
途
の
考
察

が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
初
句
切
れ
は
、

三
句
切
れ
と
同
様
に
新
古
今
表
現
の

一
特
徴
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
重
要

ま
　

な
の
は
、
『毎
月
抄
』
癒
ど
に

「初
句
後
置
法
」
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
て
、

こ
れ

が

初
句
切
れ
の
方
法
論
と
し
て
の
意
識
性
を
有
す
る
可
能
性
も
示
唆
す
る
点
、
注
意

を
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
も
、
や
は
り
三
句
切
れ
の
表
現
構
造

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
思

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
詞
の

「続
け
が
ら
」
の

方
法
の

一
環
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
異
質
の
表
現
構
造
を
持

つ
も
の
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。

三
句
切
れ
は
、
「続
け
が
ら
」

の
中
に
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
は
、
繰
り

返
し
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
代
表
的

、
尖
鋭
的
な
形
と
い
う
特
殊
性
も
指
摘
さ
れ

た
。
そ
の
特
殊
性
ゆ
え
の
表
現
と
し

て
の

"効
果
"
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
表

現
構
造
が
あ
ら
わ
な
形
で
露
呈
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
、
主
題
の
明
示
性
、
印

象
の
鮮
明
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
意
識
的
に
方
法
化
し

て
い
た
こ
と
に
は
疑
問
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
三
句
切
れ
を
意
識
的
方
法
論
と
認

め
ら
れ
馨
い
と
い
う
意
味
に
な
る
。
方
法

で
は
な
く
、
表
現
構
造
の
問
題
と
し
て

主
題
的
状
況
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
限
定
要

素
を
勘
案
し
た
意
味
の
限
り
に
お
い

て
、
三
句
切
れ
は
「
新
古
今
表
現
の

一
特
徴

で
あ
り
、
三
句
切
れ
歌
は
、
新
古
今

の

一
典
型

で
あ
る
と

い
い
う
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
上
条
彰
次

「
和
歌

の
享

受
i

「
藤
原
俊

成

の
歌
評
態

度
」

補
考
e
ー

」

(
『
国

語

国

文

』

昭

45

・
12

)

(
2
)
注

(
1
)
億
か
、
錦
仁

「
藤
原
俊

成

の
構
成
批

評
-

業

平

の

「
月
や

あ
ら
ぬ
」

と
貫
之

の

「
結
ぶ
手

の
」
と
を

め
ぐ

っ
て
」

(
『文

芸
研
究
』

97
、
昭
56

・
5
)

参

照
。
「構
成
批
評
」

の
名
は
、
錦
氏
に
よ
る
。

(
3
)
こ
の
こ
と
に
関

し
て
は
い
ず
れ
…機
会
を
得

て
詳
論

し
た
い
。

(
4
)
川
平

ひ
と

し

「
『和
歌

切
字

可
心
得
事
』

二
種
」

(
『跡

見
学
園
女

子
大
学
国
文
学
科

報
』

13
、
昭
和

60

・
3
)

(
5
)
永
山
勇

『
国
語
意
識
史

の
研
究
』
(
昭
和

38

・
3
)
参
照
。

(
6
)
風
巻
景
次
郎

『新
古
今
時
代
』

(昭

11

・
6
、
『
全
集
』
六
所
収

)

(
7
)
藤
平

春
男

「
新
古
今

の
方
法
-

集
巻
頭
歌
を

め
ぐ

っ
て
I
I
」

(
『ま

ひ
る
野
』

昭

47

・
4

。

『
新
古

今

と

そ

の
前

後

』

昭

58

・
1

に

収
録

。
)

(8
)
拙
稿

「新
古
今
表
現
構
造
論
序
説
-

宗
祗
の
注
釈
を
発
端
に
ー

」
(『文
芸
研

究
』

鵬
、
昭

59

・
5
)

(
9
)
岩
津
資
雄

『歌
合
せ

の
歌
論
史
研
究
』

(昭

38

・
n
)

(
10
)
『解
釈
と
鑑
賞
』
(
昭

45

・
2
)
に
掲
載
。

(
11
)
江

湖
山
恒

明

「古

今
集

い
新
古

今
集

の
解

釈
文
法
」

(
『時
代
別

・
作

品
別

解
釈
文

法
』
解
釈
と
鑑
賞
臨
時
増
刊

・
昭
58

・
1
)
な
ど
。

(
12
)
金

子
金
治
郎

「鴫

の
歌
-

歌

謡

・
和
歌

・
連
歌
l

」

(
『
国
語
と

国
文

学
』

昭

44

・
4

)

(
13
)
桑
原
博

史

「
伝
統
と
独

創
i

西
行

論
l

」

(
『国
文
学
』
昭

45

・
10
。
日
本
文

学

研
究
資
料
叢
書

『西
行

・
定
家
』

に
収

録
。
)

(
14
)
久

保
田
淳

『新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』

第
二
巻

(
昭
訂

・
11
)

(
15
)
浜
千
代

清

・
渡
部
貞

麿
編

『
日
本
文

学
と
仏
教
思
想
』

昭

59

・
5

(
西
行

の
項

は

浜
千

代
清
氏
担
当

)

(
16
)
先
行
歌

に

つ
い
て
は
、
西
沢
美
仁

「
西
行

の
能
因
歌
享
受
1

「難
波

の
春
」

か

ら

「
鴫
立
沢
」

へ
」

(
『国
語
と
国
文
学
』

昭
55

・
11
)
が
参
考
と
な

る
。

(
17
)
和
泉

久
子

「
新
古
今

の
標
準

型
三
句
切

れ
歌

と
古

典
基
準

一
考
」

(
『鶴
見
女

子
大

学
紀
要
』

7
、
昭
44

・
12
)

(
18
)
注

(
14
)
に
同
じ
。

(
19
)
上
条

彰
次

・
片

山
享

・
佐
藤
恒
雄

『
新
古
今
和

歌
集
入
門
』
昭

53

・
1

(
こ
の
歌

は
＼
佐
藤
恒
雄
氏
担
当
)
な
ど
。

(
20
)
(
19
)
に
同
じ
。

,

(
21
)
鈴

木
淳

「定
家

「花

も
紅
葉

も
な
か

り
け
り
」

の
歌
と

そ
の
解
釈
L

(
『
和
歌
文
学

研
究
』

37
、
昭

52

・
9
)

(
22
)
「初
句
後

置
法
」

に

つ
い
て
は
、
川
平

ひ
と

し

「和
歌

の
初
五
文
字
を

の
ち

に
置

く

こ
と
1

一
詠
作
技
法
の
諸
相
と
俊
成

・
定
家
の
表
現
意
識
1

し
(伊
地
知
鉄
男

編

『中
世
文
学
資

料

ど
論
考
』

昭

53

・
皿
)
「
〈初

句
後

置

法
〉

の
示
唆

す

る
も

の

1

新
古
今
時
代
の
表
現
意
識
の
一
齣
」

(『跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
・

報

』

昭

54
∴

3

)
参

照

。

(22)



引

用
し
た
作
品

の
本
文

は
、
『新
編
国
歌
大

観
』

(
歌
番
号

も
同
本

に
拠

る
)
『平

安

朝
歌

合
大
成
』

『群
書
類

従
』

『歌

論
集
能

楽
論
集
』

(
日
本
古

典
文

学
大
系

)

『源
氏
物
語
』

(
日
本
古
典
文
学
全
集

)
な
ど

に
拠

っ
た
。

た
だ

し
、
表
記

に

つ
い

て
は
私

に
改

め
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。

新古今における三句切れの表現構造

(23)
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