
本
歌
取
の
方
法
的
成
立

本
歌
取
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
、
そ
の
史
的
展
開
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ

い
の
か
。
『
八
雲
御
抄
』
は
、
『万
葉
集
』
の
歌
を
取
っ
た

『古
今
集
』
の
歌
の
例

を
数
多
く
あ
げ
て
、
「
上
古
は
か
く

の
ご
と
し
。
中
比
は
歌
取
る
こ
と
ま
れ
な
り
。

近
代
は
ま
た
多
し
」
と
概
観
し
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
に
も
本
歌
取
の
歌
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
歌
取
は
、
ほ
と
ん
ど
和
歌
の
始
源
と
と
も
に
発
生
し
、
常
に

和
歌
史
に
寄
り
添

っ
て
い
る
。
折

口
信
夫
は
、
本
歌
取
は
、
神
意
の
や
ど

っ
て
い

ラ
イ
フ
イ
ン
デ

る

古

き

詞

章

の
継

承

で

あ

り

、

枕

詞

・
序

詞

・
歌

枕

な

ど

と

と

も

に

、
「
生

命

キ
ス

　
　
　

標
」
の
再
生
、
伝
承
で
あ
る
と
い
う
。
古
歌
を
本
歌
取
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
神

の
始
源
に
回
帰
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
時
代
が
下
り
、
神
の
始
源

へ
回
帰
す

る
意
義
が
よ
う
や
く
失
わ
れ
、
枕
詞

・
序
詞
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
り

(歌
枕
は
変
質
し
て
ゆ
く
)、
本
歌
取
は

「
技
術
の
為
の
技
術
」
に
す
ぎ
な
い
な

が
ら
も
、
神
の
始
源
を

「忘
れ
ま

い
と
し
、
記
憶
か
ら
放
す
ま

い
」
と
し
て
、
行

ハ
　

　

わ
れ
続
け
た
。
本
歌
取
は
、
伝
統
的
で
あ
る
こ
と
を
存
立
根
拠
と
す
る
和
歌
の
宿

命
で
あ
る
と
す
ら
い
え
よ
う
。

本
歌
取
が
、
「技
術
の
為
の
技
術
」
に
な
っ
た
と
い
う
平
安
時
代
に
視
点
を
絞

る
と
、
本
歌
取
史
は
、
院
政
期
に
、
特
に
俊
成
の
手
に
よ
っ
て
、
模
倣
、
剽
窃
、

盗
作
と
し
て
の
本
歌
取
か
ら
、
方
法
と
し
て
の
本
歌
取

へ
、
質
的
に
転
換
し
た
こ

紙

宏

行

　
ヨ

　

と
は
、
半
ば
常
識
的
に
い
わ
れ
て
い
る
。
『
八
雲
御
抄
』
は
、
朝
忠
の
本
歌
取
を

あ
げ
、
「
こ
れ
は
歌
を
取
る
作
法
に
は
あ
ら
ず
。
自
然
に
通

へ
る
か
」
と
、
単
な

る
類
似
歌
と
見
て
、
「近
代
」
の
方
法
的
な
本
歌
取
と
は
区
別
し
て
い
る
。
院
政

期
以
前
の
本
歌
取
が

「作
法
」
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

と

い
っ
て
、
す

べ
て
、
「
自
然
に
通

へ
る
」
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
な

い
だ
ろ
う
。

　
ぺ

　

そ
れ
は
、
折
に
即
し
た
簡
便
な
詠
法
と
い
う
べ
き
で
、
「
作
法
」
と
は
別
の
意
味

で
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

古
歌
を
本
文
に
し
て
詠
め
る
事
あ
り
。
そ
れ
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
す
べ
て
、

我
は
お
ぼ
え
た
り
と
思
ひ
た
れ
ど
も
、
人
も
心
得
が
た
き
事
は
か
ひ
な
く
な

ん
あ
る
。
昔

の
様
を
こ
の
み
て
、
今

の
人
に
こ
と
に
こ
の
み
詠
む
、
我
ひ
と

り
よ
し
と
思
ふ
ら
め
ど
、
な
べ
て
さ
し
も
お
ぼ
え
ぬ
は
、
あ
ぢ
き
な
く
な
ん

あ
る
べ
き
。
(傍
線
引
用
者
。
以
下
同
じ
。
)

(『
新
撰
髄
脳
』)

古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
に
と
り
て
、
昔
の
歌
の
詞
を
あ
ら
た
め
ず
読
み
す
ゑ
た

る
を
、
す
な
は
ち
本
歌
と
す
と
申
す
な
り
。

(『近
代
秀
歌
』
)

時
代
を
隔
て
た
、
本
歌
取
論
を
並
べ
て
み
た
。
い
ず
れ
も
、
本
歌
取
の
動
機
を
、

傍
線
部
の
よ
う
に

「昔

の
様
を
こ
の
」
む
、
「
古
き
を
こ
ひ
ね
が
ふ
」
こ
と
に
置

い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
歌
取
の
質
的
転
換
を
間
に
は
さ
み
、
『
新
撰
髄
脳
』

と

『近
代
秀
歌
』
に
お
い
て
、
「昔
の
様
を
こ
の
」
む
こ
と
と
、
「古
き
を
こ
ひ
ね

が
ふ
」
こ
と
と
に
は
、
大
き
な
質
的
差
異
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
『新

撰
髄
脳
』
と

『近
代
秀
歌
』
は
、
本
歌
取
に
対
し
、
消
極
的
、
否
定
的
な
論
、
積

11
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極
的
、
肯
定
的
な
論

へ
と
、
対
照
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
先
験
的
に
そ

の
質
的
転
換
を
過
大
に
認
め
て
し
ま

っ
て
も
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
時

代
を
限
ら
ず

一
貫
し
て
、
本
歌
取

の
動
機
は
、
「昔
の
様
を
こ
の
」
む
、
「古
き
を

こ
ひ
ね
が
ふ
」
こ
と
に
あ
り
、
本
歌
取
は
常
に
和
歌
の
伝
統
性
に
本
質
的
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
を
、
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
そ
こ
を
ど
の
よ
う
に
方
法
的

に
捉
え
返
す
か
に
よ
っ
て
、
本
歌
取
の
質
的
転
換
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

公
任

『
新
撰
髄
脳
』

の
本
歌
取
論
は
、
右
に
引
い
た
よ
う
に
、
「
そ
れ
は
い
ふ

べ
か
ら
ず
」
と
本
歌
取
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
「
人
も
心
得
が
た
き
事
は
か
ひ
な

く
」
「
我
ひ
と
り
よ
し
と
思
ふ
ら
め
ど
、
な
べ
て
さ
し
も
お
ぼ
え
ぬ
」
と
述
べ
、

独
善
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
本
歌
取
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が

「
人
も
心
得
」
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
、
本
歌
取
も

あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
と
す
る
含
み
も
持

つ
も
の
で
あ
る
。

『俊
頼
髄
脳
』
は
、

歌
を
詠
む
に
、
古
き
歌
を
詠

み
似
せ
つ
れ
ば
わ
ろ
き
を
、
今
の
歌
詠
み
ま
し

つ
れ
ば
、
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
う
け
た
ま
は
る
。

と
述
べ
、
続
け
て
、
「詠
み
ま
し
」

の
例
歌
を
八
首
あ
げ
て
、

こ
れ
が
や
う
に
、
詠
み
ま
さ
る
事
の
か
た
け
れ
ば
、
か
ま

へ
て
、
詠
み
あ
は

せ
じ
と
す

べ
き
な
り
。

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
本
歌
取
に
消
極
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「詠
み
ま
し
」
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
「あ
し
か
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
が
、
「詠
み

ま
し
」
は
き
わ
め
て
困
難
だ
か
ら

で
あ
る
と
い
う
。

『俊
頼
髄
脳
』
の
歌
論
の
根
幹
は
、
「歌
の
よ
し
と
い
ふ
は
、
心
を
先
と
し
て
、

　
ら

　

珍
し
き
節
を
も
と
め
、
詞
を
か
ざ
り
詠
む
べ
き
な
り
」
の

一
節
に
表
さ
れ
て
い
る
。

「珍
し
き
節
」
の
具
体
相
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
心
に
お
い
て
も
詞
に
お
い

て
も
、
独
創
性
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
本
歌
取
は
、

「
古
き
歌
に
詠
み
似
せ
」
る
こ
と
で
あ
り
、
明
ら
か
に
独
創
性
と
は
矛
盾
し
、
基

本
的
に
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
「詠
み
ま
し
」
は
本
歌
よ
り
巧
み

な
歌
を
詠
み
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
「珍
し
き
節
」

の
実
現
で
は

あ
る
。
俊
頼
の
本
歌
取
に
対
す
る
態
度
は
、
こ
の
よ
う
に
明
解
に
定
位
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

清
輔
の

『
奥
儀
抄
』
も
、
「盗
古
歌
証
歌
」
の
項
の
も
と
、

古
き
歌
の
心
は
詠
む
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
よ
く
詠
み
つ
れ
ば
み
な
用
ゐ

ら
る
。
名
を
得
た
ら
ん
人
は
あ
な
が
ち
の
名
歌
に
あ
ら
ず
は
、
詠
み
だ
に
ま

し
て
は
、
は
ば
か
る
ま
じ
き
な
り
。
ま
た
、
半
ら
を
取
り
て
詠
め
る
歌
も
あ

り
、
そ
れ
は
、
な
ほ
、
心
得
ぬ
こ
と
な
り
。

と
述
べ
、
『俊
頼
髄
脳
』
と
同
じ
よ
う
に
、
「詠
み
ま
し
」
て
い
る
こ
と
を
条
件
に

「
は
ば
か
る
ま
じ
き
」
と
い
う
。
例
歌
も
、
三
十
七
首
の
本
歌
取
歌
を
列
記
し
て

い
る
。

清
輔
ま
で
の
本
歌
取
論
は
、

一
貫
し
て
、
本
歌
取
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
独
創

性
の
追
求
を
原
則
と
し
て
、
「詠
み
ま
し
」
て
さ
え
い
れ
ば
、
本
歌
取
は
否
定
さ

れ
な
い
が
、
「詠
み
ま
し
」
は
困
難
で
あ
る
か
ら
本
歌
取
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い

と
い
う
論
法
で
あ
る
。
本
歌
取
の
実
作

の
歴
史
も
、

い
か
に
し
て

「
詠
み
ま
し
」

が
実
現
し
う
る
か
を
模
索
し
た
歴
史
で
も
あ

っ
た
。

歌
合
に
お
い
て
は
、
本
歌
取
に
対
し
か
な
り
厳
し
い
。

七
番

月

右

(負
)

散
位
顕
仲
朝
臣

雲
の
ゐ
る
ふ
も
と
に
ご
よ
ひ
き
て
み
れ
ば
名
に
は
月
こ
そ
か
く
れ
ざ
り
け
れ

(略
)
右
の
、
「雲
の
ゐ
る
ふ
も
と
に
」
と
い
へ
る
は
、
山
の
名
に
は

あ
ら
で
、
寺
の
名
と
こ
そ
聞
き
は
べ
れ
。
な
ほ
山
と
詠
み
て
ふ
も
と
と

は
い
ひ
は
べ
ら
ば
や
。
「名
に
は
月
こ
そ
か
く
れ
ざ
り
け
れ
」
と
よ
め

る
は
、
み
つ
ね
が
、
「
た
み
の
の
島
を
わ
け
ゆ
け
ば
」
と

い
ふ
歌
に
同

じ
や
う
に
も
侍
る
か
な
。
歌
合

の
歌
に
は
か
か
る
事
を
詠
ま
ね
ば
、
左

12



本歌取の方法的成立

の
勝
に
や
と
こ
そ
見
え
侍
れ
。(

『雲
居
寺
結
縁
経
後
宴
歌
合
』
基
俊
判
)

は

っ
き
り
と
本
歌
取
を
否
定
し

て
い
る
。
本
歌
取
否
定
が
歌
合
批
評
に
お
け
る

趨
勢
で
あ
る
。
歌
合
歌
の
特
質
で
あ
る
、
晴
の
歌
と
し
て
の
独
飢
拠
を
特
に
重
ん

ず
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
寛
容
な
例
も
あ
る
。

二
番

雪

左

(負
)

三
郎
君

雪
ふ
れ
ば
し
る
し
の
杉
も
花
さ
き
て
三
輪
の
山
辺
も
い
か
が
た
つ
ね
ん

左
歌
は
、
賀
陽
院
の
歌
合
に
あ
り
し
歌
の
心
な
り
。
古
き
歌
に
は
詠
み

ま
し
た
る
こ
そ
よ
か
な
れ
、
こ
れ
は
、
え
ま
さ
ら
ず
ぞ
み
ゆ
る
。
花
ば

か
り
さ
き
た
る
は
、
な
ど
か
た
つ
ね
ざ
ら
ん
、
あ
れ
は
、
雪
に
う
つ
も

れ
た
れ
ば
こ
そ
た
つ
ね

に
く
け
れ
。
(
以
下
略
)

(
『永
縁
奈
良
歌
合
』
俊
頼
判
)

「賀
陽
院
の
歌
合
に
あ
り
し
歌
」
と
は
、
「
ふ
る
雪
に
杉
の
青
葉
も
う
つ
も
れ

て
し
る
し
も
見
え
ず
三
輪
の
山
も
と
」
(『賀
陽
院
七
番
歌
合
』
雪
七
番
左
歌
、
摂

津
君
)
と

い
う
歌
で
あ
る
。
二
首
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
三
郎
君
の
歌
が

「え
ま
さ

ら
ず
」
と
評
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
歌
合
に
お
い
て
も
、
「
詠
み
ま
し
」
が

認
め
ら
れ
れ
ば
本
歌
取
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

本
歌
取

の
転
換
点
に
い
る
俊
成

の
本
歌
取
思
想
を
見
て
み
た
い
。
『古
来
風
躰

抄
』
に
は
、
本
歌
取
に
つ
い
て
の
ま
と
ま

っ
た
記
述
は
な
い
が
、
歌
合
判
詞
に
お

い
て
、
実
作
に
即
し
て
の
本
歌
取
批
評
を
、
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
俊
成

の
本
歌
取

へ
の
関
心
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

俊
成
は
、
『中
宮
亮
重
家
歌
合
』
に
お
い
て
初
め
て
歌
合
の
加
判
を
し
た
。
俊

成
は
、
そ
れ
に
全
精
力
を
傾
注
し
、
そ
の
時
点
で
の
歌
に
関
す
る
考
え
が
、
慎
重

に
、
か
つ
熱

っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
俊
成
は
本
歌
取
に
も
ふ
れ
て

い
る
。

五
番

花

左
持

中
宮
亮
重
家
朝
臣

小
泊
瀬
の
花
の
さ
か
り
を
見
わ
た
せ
ば
霞
に
ま
が
ふ
峰
の
白
雲

こ
の
左
右
の
歌
、
已
如
看
陵
雲
台
在
望
海
楼
、
い
つ
れ
も
ま
こ
と
に
見

所
侍
る
か
な
。
そ
れ
に
と
り
て
、
左
歌
は
、
後
撰
集
に
も
入
れ
る
に
や
、

「菅
原
や
伏
見

の
暮
に
見
わ
た
せ
ば
霞
に
ま
が
ふ
小
泊
瀬
の
山
」
と

い

へ
る
歌
を
、
花

の
歌
に
引
き
な
さ
れ
た
る
な
る
べ
し
。
か
や
う

の
こ
と

は
い
み
じ
く
は
か
ら
ひ
が
た
き
こ
と
に
な
む
。
古
き
名
歌
も
よ
く
取
り

な
し
つ
る
は
を
か
し
き
こ
と
と
な
む
、
古
き
人
申
し
侍
り
し
。
白
氏
文

集

・
古
万
葉
集
な
ど
は
い
さ
さ
か
取
り
す
ぐ
せ
る
に
咎
な
き
に
や
あ
ら

む
。
ま
こ
と
に
よ
く
な
り
に
け
る
も
の
は
、
か
れ
を
学
べ
る
と
見
ゆ
る

に
、
情
添
ふ
わ
ざ
な
れ
ば
な
る
べ
し
。
た
だ
し
、
古
き
名
歌
を
ば
取
る

べ
き
こ
と
、
忌
む
な
り
な
ん
ど
は
思
う
た
ま
ふ
る
に
、
か
の

「
伏
見
の

暮
に
」
と
い
へ
る
歌
を
こ
と
に
心
に
そ
め
な
ら
ひ
に
け
れ
ば
に
や
、
こ

の

「
霞
に
ま
が
ふ
峰

の
白
雲
」
と
侍
る
も
、

い
み
じ
く
を
か
し
く
お
ぼ

え
侍
る
な
り
。
(中
略
)
峰
の
白
雲
捨
て
が
た
く
、
小
泊
瀬
の
山
に
心

を
寄
せ
む
と
す
れ
ば
、
古
き
咎
定
め
が
た
し
。
(下
略
)

慎
重
な
、
微
妙
な
物
言
い
で
あ
る
。
ま
ず
、
原
則
的
に
は
、
俊
成
自
身
と
し
て

は
、
「古
き
名
歌
を
ば
取
る
べ
き
こ
と
、
忌
む
な
り
」
と
い
う
歌
合
歌
論
の
趨
勢

に
従
う
の
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
本
歌
取
は
、
「古
き
名
歌
も
よ
く
取
り
な
し
つ

る
は
を
か
し
き
こ
と
」
と
い
う

「古
き
人
」
の
意
見
を
紹
介
し
、
自
身
も
、
確
か

に

「
か
れ
を
学

べ
る
と
見
ゆ
る
に
、
情
添
ふ
わ
ざ
」
で
あ
る
点
は
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
「情
添
ふ
わ
ざ
」
に
は
該
当
し
な
く
て
も
、
特
に
心
に
深
く
親
し
ん
で
い

た
名
歌
を
想
起
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
「
い
み
じ
く
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
も
述

べ
て
い
る
。
こ
の
名
歌
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
自
体
に
大
き
な
意
義
を
見
い
だ
す
考

え
は
、
俊
成
以
前
に
は
な
く
、
俊
成
の
本
歌
取
論
を
考
察
す
る
う
え
で
、
重
要
視

13
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
た
、
歌
合
の
主
宰
者
重
家
ぺ
の
慎
重
な
配
慮
も
読

　
　

　

み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
最
終
判
断
は

「古
き
咎
定
め
が
た
し
」
で
あ
る
。

こ
の
混
沌
と
し
た
判
詞
は
、
以
後
の
俊
成
の
本
歌
取
批
評
の
ゆ
く
え
を
象
徴
的

に
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
思
想
的
に
は
保
守
的
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
自

信
作
も
い
く
つ
か
も
の
し
、
ま
た
、
自
身
で
は
本
歌
取
に
慎
重
な
態
度
か
ら
積
極

推
進
に
転
じ
な
が
ら
、
若
手
歌
人

の
先
鋭
的
な
本
歌
取
に
戸
惑
い
も
見
せ
て
い
た
。

そ
の
中
で
、
俊
成
は
本
歌
取
の

「
情
添
ふ
わ
ざ
」
と
し
て
の
方
法
論
を
見

い
だ
そ

う
と
し
て
い
る
σ
俊
成
歌
合
判
詞

は
、
本
歌
取
が
方
法
論
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く

過
程
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

俊
成
の
歌
合
判
詞
に
お
け
る
本
歌
取
の
批
評
例
を
表
示
し
て
み
た
。
俊
成
の
歌

合
批
評
史
を
五
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
歌
取
に
関
す
る
発
言
を
、
肯
定

・
否

定

・
そ
の
他
に
分
け
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
数
字
を
示
し
た
。
本
歌
取
の
肯
定

・

否
定
は
、
お
お
む
ね
、
番
の
勝
負
に
対
応
し
て
い
る
が
、
勝
負
に
直
結
し
て
い
な

い
も
の
も
あ
る
。

俊
成
は
本
歌
取
を
ど

の
よ
う
な
視
点
で
批
評
し
よ
う
と
し
た
か
、
「
を
か
し
」

「
艶
」
な
ど
の
表
現
様
式
に
着
目
し
た
概
括
的
な
視
点
を
除
い
て
、
本
歌
取
だ
け

に
視
点
を
限
定
し
て
、
そ
の
方
法
論
を
捉
え
て
批
評
し
た
も
の
を
と
り
あ
げ
る
と
、

最
も
多
い
の
は
、
本
歌
の
主
題

・
趣
向
と
の
適
合
性
を
批
評
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
九
番

霙

左
勝

女
房

風
寒
み
今
日
も
霙
の
ふ
る
さ
と
は
吉
野
の
里
の
雪
げ
な
り
け
り

(略
)
「今
日
も
霙
の
ふ
る
さ
と
は
」
と
置
き
て

「吉
野
の
里
の
雪
げ
な

り
け
り
」
と
い
へ
る
、
か
の

「
ふ
る
さ
と
は
吉
野
の
里
に
近
け
れ
ば
」

と
い
ふ
歌
の
心
に
適
ひ

て
、
い
と
よ
ろ
し
く
こ
そ
見
え
侍
れ
。

(『
⊥ハ
百
番
歌
合
』
)

本
歌
の
、
雪
深
い
吉
野
の
里
の
さ
び
し
さ
と
い
う
主
題
を
よ
く
ふ
ま
え
た
本
歌

取
で
あ
り
、
そ
の
点
に
対
し

「
い
と
よ
ろ
し
く
」
と
賞
讃
し
て
い
る
。
逆
に
、
否

歌
合
名

勝

負

そ
の
他

重
家住吉

社建春門
院広田社三井寺

を
か
し
5よろし2幽玄1心細しーその他1計

10

本
歌
の

誤
解
・

改
変
4名句を取った1本歌と変わらず1本歌の句の取り過ぎ

1本歌がかすかーその他6計14

1

別
雷
社右大臣御裳濯

河

を
か
し
2優1その他1計4

本
歌
の

誤
解
・

改
変
1句の置き所同じ1本歌の句の取り過ぎ

ーその他2計5

六
百
番

た

く
み
2をかし1本歌の心

に

適
う
2よろし1本歌が明解1その他聡計20

本
歌
の

誤
解
・

改
変
6句の置き所同じ4本歌の句の取り過ぎ

2名句を取った2本歌と変わらずーその他7計22

1

民
部
卿慈鎮後京極新宮撰

歌和歌所撰歌

優
2をか

し

2よろしーその他2計7

へ

水
無
瀬
恋水無瀬桜千五百番八幡若宮

を
か
し
11艶4よろし2おもしろ

し
ーあはれ1優1本歌の心を変

え
た
1本歌の心に適うーその他13計35

句
の

置
き

所
同
じ
3本歌の誤解・改変

2本歌の句の取り過ぎ
2本歌がかすかーその他4計11

1
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本歌取の方法的成立

定
し
て
い
る
例
、

二
十
八
番

花

右
負

安
性

た
つ
ね

つ
る
花
み
る
ほ
ど
も

い
か
に
ご
は
春

の
心
は
の
ど
け
く
も
な
き

(略
)右
、
詞
つ
か
ひ
を

か
し
か
ら
む
と
は
思

へ
り
、
「春
の
心
は
の
ど

け
く
も
な
き
」
と
い
へ
り
、
末
の
句
に
は

〔

〕、
「春
の
心
は
の
ど

け
か
ら
ま
し
」
と
本
歌
に
こ
と
の
ほ
か
に
き
こ
え
侍
め
り
。
業
平
朝
臣

も
う
れ
た
く
や
お
も
は
む
と
お
ぼ
え
侍
り
し
。

(『
別
雷
社
歌
合
』
)

二
十
二
番
円

寄
獣
亦
心

右
負

家
隆

わ
が
や
ど
は
人
も
か
れ
野
の
浅
茅
原
通
ひ
し
駒

の
跡
も
と
ど
め
ず

(
略
)
「入
も
か
れ
野
の
浅
茅
原
」
は
、
か
の

「菅
原
や
伏
見
の
里
の
あ

れ
し
よ
り
通
ひ
し
人
の
跡
も
た
え
に
き
」
と

い
へ
る
歌
を
通
ひ
し
駒
に

な
せ
る
に
こ
そ
侍
め
れ
。
名
歌
を
取
り
て
駒
に
か
ふ
る
事
、
不
穏
便
べ

し
。

(『
六
百
番
歌
合
』
)

と
い
う
判
詞
で
は
、
前
者
の
例
は
、
本
歌
の
業
平
歌
の

「春
の
心
は
の
ど
け
か
ら

ま
し
」
と
い
う
逆
説
的
な
発
想
を
額
面
ど
お
り
に
浅
く
受
け
と

っ
て
し
ま

っ
た
も

の
で
あ
り
、
後
者
の
例
は
名
歌
を
意
図
的
に
改
変
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
俊
成

は
、
本
歌
取
に
お
い
て
は
、
本
歌
を
誤
解
、
改
変
す
る
の
を
厳
し
く
戒
め
、
そ
の

主
題
や
表
現
意
図
を
正
確
に
理
解
し
、
そ
の
ま
ま
ふ
ま
え
て
取
る
よ
・?
王
張
し
て

い
る
。
良
経

「風
寒
み
」
の
肯
定
例
は
、
本
歌
の

「
心
に
適
」

っ
て
い
る
こ
と
の

み
を
理
由
に
、
賞
讃
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
思
想
は
、
前
に
あ
げ
た

『中
宮
亮
重
家
歌
合
』
の
判
詞
で
は
、
名
歌
を
取
る
こ
と
そ
の
も
の
の
意
味
を
見

い
だ
す
考
え
に
も
、

つ
な
が

っ
て
い
よ
う
。
本
歌
を
そ
の
ま
ま
明
確
に
提
示
す
る

　
　

　

こ
と
、
そ
こ
に
本
歌
取
と
い
う
技
法
の
ひ
と
つ
の
目
的
が
あ
る
。

俊
成
は
、
「歌
の
本
躰
は
古
今
集
と
仰
ぎ
信
ず
べ
き
な
り
」
(『古
来
風
躰
抄
』
)

と
方
法
的
な

『
古
今
集
』
規
範
意

識
を
表
明
し
て
い
る
。
『古
今
集
』
は
神
の
始

ラ
イ
フ
イ
ン
デ
キ
ス

ラ
イ
フ
イ
ン
テ

源
の

「
生

命

標
」
を
宿
し
て
今

に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
生

命

キ
ス標

」
の
封
じ
こ
め
ら
れ
た
、
書
か
れ
た
古
典
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
確
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら

「歌
の
本
躰
」
た
る

『古
今
集
』
の
本
歌
を
誤
解
、
改
変
す

る
の
は
厳
し
く
戒
め
ら
れ
、
名
歌
を
取
る
こ
と
そ
の
も
の
に
も
意
味
を
見

い
だ
し

た
。
本
歌
を
そ
の
ま
ま
明
示
す
る
こ
と
は
、
『古
今
集
』
(ま
た
、
広
く
古
歌
)
の

古
典
と
し
て
の
絶
大
な
価
値
と
権
威
の
再
現
な
の
で
あ
る
。
俊
成
第

一
の
自
讃
歌

「
夕
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
」
の
自
歌
評
に

「
伊
勢
物
語
に
深
草
の
里

の
女
の
鶉
と
な
り
て
と
い
へ
る
こ
と
を
初
め
て
詠
み
い
で
侍
り
し
を
」
(『慈
鎮
和

尚
自
歌
合
』
七
番
判
詞
)
と
、
こ
と
さ
ら
初
め
て
取

っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
も
い

た
。
「撰
集
に
入
ら
ざ
る
歌
は
さ
り
あ
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
発
言
も
、
「撰
集
」

の
権
威
を
尊
重
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
俊
成
に
は
、
「
詠
み
ま
し
」
と
い

う
発
想
は
な
い
。
古
歌
と
新
歌
を
同
列
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
は
、
別
の

　
　

　

と
こ
ろ
に
い
る
。

し
か
し
、

一
方
で
俊
成
は
本
歌
取
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
前
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
歌
の
独
創
性
を
消
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
歌
取
す
る

こ
と
だ
け
に
意
味
が
あ
る
と
す
る
わ
け
に
は
や
は
り
い
か
な
い
。
前
掲
の

『中
宮

亮
重
家
歌
合
』
の
判
詞
で
も
巧
妙
に
最
終
判
断
は
避
け
て
い
た
。
そ
こ
で
、
次
に

本
歌
を
そ
の
ま
ま
明
示
し
、
か
つ
独
創
性
を
獲
得
す
る
方
法
論
が
求
め
ら
れ
る
。

「
情
添
ふ
わ
ざ
」
と
し
て
、
本
歌
取
を
明
確
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も

あ
る
。
批
評
例
が
多

い
の
は
、
本
歌
の
句

の
置
き
所
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
批
判

で
あ
る
。十

七
番

遠
恋

右
負

寂
蓮

忘
れ
ず
よ
い
く
雲
居
と
は
し
ら
ね
ど
も
空
行
く
月
の
契
り
ば
か
り
は

(略
)本
歌
の

「忘
る
な
よ
」
を

「忘
れ
ず
よ
」
と
い
ひ
、
「ほ
ど
は
雲

居
に
」
を

「
い
く
雲
居
と
は
」
と

い
ひ
か
け
て
、
「
空
行
く
月
の
」
は

同
じ
く
て
、
「
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で
」
を
か
へ
た
る
ば
か
り
に
や
、
本
歌

に
置
き
所
ど
も
も
皆
か
は
ら
ざ
れ
ば
、
よ
ろ
し
く
聞
ゆ
る
も
理
に
や
侍

ら
ん
。

(『六
百
番
歌
合
』
)

本
歌
の

「
忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
居
に
な
り
ぬ
と
も
空
行
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま

15一
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で
」
(『
拾
遺
集
』
雑
上

・
四
六
九
、
よ
み
人
し
ら
ず
)
の
詞
句
の

「置
き
所
ど

も
」
が

「皆
か
は
ら
」
な

い
と
指
摘
す
る
。
結
論
は
や
や
難
解
だ
が
、
名
歌
の
誉

れ
高

い
歌
を
本
歌
と
し
、
主
題

・
表
現
が
変
わ
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
理
由

に

「よ
ろ
し
く
聞
ゆ
る
も
理
」
と

一
応
の
評
価
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上

の
理
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
、
歌
の
独
創
性
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
批

判
を
言
外
に
含
ん
で
い
よ
う
、
勝
負
は
負
に
し
て
い
る
。
こ
の
判
詞
は
、
本
歌
の

詞
句
を
ど
の
よ
う
に
言
い
換
え
配
列
し
た
か
を
逐
語
的
に
分
析
し
、
本
歌
取
の
実

際
的
な
技
術
を
あ
ら
わ
に
示
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。
ほ
か
に
も
、

一
番

花

左
負

隆
季

お
ぼ

つ
か
な
花
な
き
里
の
里
人
は
春
の
心
や
の
ど
け
か
る
ら
ん

左
歌
、
「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
い
へ
る
歌
の
上
句
ば
か
り

か
は
れ
る
な
る
べ
し
、
か
か
る
や
う
に
取
り
て
は
を
か
し
く
も
侍
れ
ど
、

あ
ま
り
に
や
あ
ら
ん
。

(『
別
雷
社
歌
合
』
)

六
十
五
番

川
辺
窓

右
負

有
家

音
羽
川
せ
き
い
る
る
水
の
瀬
を
あ
さ
み
た
え
ゆ
く
人
の
心
を
ぞ
見
る

右
歌
、
本
歌
の
心
上
下
句

い
く
ほ
ど
か
は
ら
ず
侍
る
に
や
、

(『
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
)

十
四
番

春
水

右
持

中
宮
権
大
夫

諏
訪
の
湖
の
氷
の
上
の
通
路
は
今
朝
吹
く
風
に
跡
た
え
に
け
り

(略
)右
歌
、
堀
河
院
百
首
顕
仲
卿
歌
云
、
「
諏
訪
の
湖
の
氷
の
上
の
通

路
は
神
の
渡
り
て
解
く
る
な
り
け
り
」
上
三
句
無
相
違
之
上
、
所
詠
之

意
趣
又
同
。

(『六
百
番
歌
合
』
)

な
ど
例
は
多
く
、
い
ず
れ
も
、
本
歌
の
詞
句
を
置
き
所
が
同
じ
で
、
本
歌
取
歌
の

独
創
性
が
失
わ
れ
て
い
る
と

い
う
批
判
で
あ
る
。

右
の
第
三
例
末
尾

「所
詠
之
意
趣
又
同
」
と
は
前
の
本
歌
の

「心
に
適
ひ
て
」

と
は
ほ
ぼ
同
様
の
批
評
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
方
は

「
い
と
よ
ろ
し
く
」
と
高
い

評
価
を
受
け
、
他
方
は
厳
し
い
批
判
を
得
て
い
る
。
そ
の
相
違
が
ど
こ
に
あ
る
か

が
、
本
歌
取
の
方
法
の
成
立
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

五
番

寄
草
恋

右
勝

家
隆

秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
色
よ
り
も
変
る
は
人
の
心
な
り
け
り

(略
)右
、
「
思
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
て
」
と
い
へ
る
歌
の
末
を
上
に

な
し
て
、
「
色
よ
り
も
」
と
い
へ
る
、
無
下
に
古
き
や
う
に
侍
れ
ど
、

な
か
な
か
、
あ
ら
は
に
そ
の
歌
と
見
せ
た
れ
ば
に
や
、
よ
ろ
し
く
こ
そ

侍
る
め
れ
。

(『
六
百
番
歌
合
』
)

本
歌
は

「
思
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
か
秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
色
こ
と
に
な

る
」
(『古
今
集
』
恋
四

・
七
二
五
、
よ
み
人
し
ら
ず
)
で
あ
り
、
本
歌
の
下
句

の

詞
を
上
句
に
置

い
て

「色
よ
り
も
」
以
下
の
詞
を
添
え
て

一
首
を
構
成
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
歌
が
解
体
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
か
え

っ
て
、
本

歌
を

「あ
ら
は
に
そ
の
歌
と
見
せ
」
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
本
歌
の
詞
句
と

置
き
所
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
前
の
例
の
よ
う
に
、
本
歌
が
表
に
出
て
、
本
歌
取
し

た
新
歌
は
本
歌
の
中
に
埋
没
解
消
し
て
し
ま
う
。
こ
の
歌
は
、
置
き
所
を
変
え
て
、

本
歌
を
明
示
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
歌
と
の
差
異
を
明
確
に
し
、
歌

の
独
創
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
前
に
引
い
た
良
経
の

「風
寒
み
今
日
も
霙
の

ふ
る
さ
と
は
」
の
歌
に
対
し
て
も
、
上
下
句
そ
れ
ぞ
れ
を
丁
寧
に
引
き
、
同
じ
く

置
き
所
を
変
え
て
い
る
こ
と
を
間
接
的
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
歌
の

「
心
に
適

ひ
て
」
本
歌
を
生
か
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

本
歌
の
詞
句
と
置
き
所
を
変
え
る
こ
と
、
こ
の
と
る
に
足
り
な
い
よ
う
な
技
術

的
問
題
に
本
歌
取
の
方
法
的
な
成
立
を
見
た
い
。
本
歌
の
詞
句
と
置
き
所
を
変
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え

っ
て
、
本
歌
が
明
ら
か
に
な
り
、
新
歌
の
本
歌
と
の
差

異
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
本
歌
の
世
界
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
二
重
構
造
的
な

美
的
世
界
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
俊
成
以
前
は
、
詞
の
上
で
本
歌
を
解
体
す

る
と
、
そ
の
世
界
も
解
体
し
、
本
歌
を
同
定
で
き
な
か

っ
た
。
本
歌
の
詞
句
と
置

き
所
を
同
じ
く
す
る
本
歌
取
し
か
あ
り
え
ず
、
多
く
の
場
合
、
本
歌
が
前
面
に
押

し
出
て
、
新
し

い
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
な
く
、
背
後
に
解
消
し
た
。
し
か
し
、
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俊
成
の
時
代
に
は
、
詞
句
の
置
き
所
を
変
え
、
詞
の
上
で
本
歌
を
解
体
し
て
も
、

解
体
し
え
な
い
本
歌
の
世
界
が
強
固
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
歌
そ
の
も

の
の
存
在
意
味
の
変
化
で
あ
り
、
古
歌
を
受
容
す
る
側
の
意
識
の
変
化
で
も
あ
る
。

俊
成
は
そ
れ
を

『古
今
集
』
規
範
主
義
と

い
う
形
で
発
見
し
て
い
る
。
そ
の
発
見

が
、
本
歌
取
の
成
立
の
契
機
と
な

っ
た
。
俊
成
は
、
伝
統
的
な
本
歌
取
批
評
史
を

受
け
、
本
歌
取
の
あ
り
よ
う
を
模
索
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
揺
れ
を
見
せ
な
が
ら
、

本
歌
取

の
美
的
効
果
に
た
ど
り

つ
い
た
。

四

本
歌
取
自
体
は
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
方
法
と
し
て
変
革

・

確
立
し
て
い
く
の
は
、
理
念
が
始
め
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
少
し
ず
つ
実
作
と

批
評
が
行
わ
れ
、
し
だ
い
に
規
則
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
に
拠
っ
た
の
で
あ
る
。

前
に
揚
げ
た
表
か
ら
は
、
俊
成
は
常
に
本
歌
取
の
技
術
論
を
問
題
に
し
な
が
ら
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
お
お
む
ね
本
歌
取
を
肯
定
的
に
見
る
傾
向
が
強
く
な
る

の
が
見
て
と
れ
る
。
定
家
は
そ
れ
を
本
歌
取
の
規
則
と
し
て
定
式
化
し
た
。
お
お

よ
そ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
五
七
五
の
七
五
の
事
を
さ
な
が
ら
置
き
、
七
七
の
字
を
同
じ
く
続
け

つ
れ
ば
、

新
し
き
歌
に
聞
き
な
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
ぞ
侍
る
。
(『
近
代
秀
歌
』
。
『毎
月
抄
』

に
も
)

②
昨
日
今
日
と
い
ふ
ば
か
り
で
出
で
来
た
る
歌
は
、

一
句
も
そ
の
人
の
詠
み
た

り
し
と
見
え
む
こ
と
を
必
ず
去
ら
ま
ほ
し
く
、
(『近
代
秀
歌
』。
『詠
歌
大

概
』
に
も
)

③
五
句
之
中
及
三
句
者
頗
過
分
無
珍
気
、
二
句
之
上
三
四
字
免
之
。
(『
詠
歌
大

概
』。
『毎
月
抄
』
に
も
)

④
以
同
事
詠
古
歌
之
詞
頗
無
念
歟
。
(『詠
歌
大
概
』。
『毎
月
抄
』
に
も
)

こ
れ
ら
は
、
俊
成
の
歌
合
判
詞
な
ど
に
お
け
る
本
歌
取
に
関
す
る
発
言
を
、
自

身
の
歌
合
判
詞
な
ど
に
も
繰
り
返
し
引
用
し
な
が
ら
、
集
成
し
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
。
俊
成
の
発
言
が
原
拠
に
あ
る
こ
と
を
、
①
を
除
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、

た
と
え
ば
、

②
近
く
木
工
頭
俊
頼
の

「吹
く
風
に
あ
た
り
の
雲
を
は
ら
は
せ
て
ひ
と
り
も
あ

ゆ
む
夜
半
の
月
か
な
」
と
い
へ
る
心
に
や
あ
ら
ん
。
(『
中
宮
亮
重
家
歌
合
』

月
九
番
左
判
詞
)

③

「春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
い
へ
る
歌
の
上
の
句
ば
か
り
か
は
れ
る

な
る
べ
し
、
か
か
る
や
う
に
取
り
て
は
を
か
し
く
も
侍
れ
ど
、
あ
ま
り
に
や

あ
ら
ん
。
(『別
雷
社
歌
合
』
花

一
番
左
判
詞
11
前
掲
)

④
か
の
躬
恒
が

「春
を
思
は
ぬ
時
だ
に
も
た
つ
こ
と
や
す
き
」
と

い
ふ
歌
を
更

衣
に
ひ
き
よ
せ
て
、
「た

つ
こ
と
や
す
き
夏
衣
か
な
」
と
侍
り
、
ま
こ
と
に

を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
(
『慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』
五
番
左
判
詞
)

の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
例
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
技
術
的
な

問
題
に
す
ぎ
な
い
と
も
見
え
る
。
し
か
し
、
技
術
的
問
題
こ
そ
方
法
論
の
本
質
な

の
で
あ
る
。

俊
成
以
前
の
本
歌
取
は
、
「詠
み
ま
し
」
を
い
う
の
み
で
あ
っ
た
。
俊
成
に
は
、

「
詠
み
ま
し
」
を
い
い
、
古
歌
と
拮
抗
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
な
い
。
古
歌
の
強

固
な
世
界
を
尊
重
し
、
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
『
俊
頼

髄
脳
』
に
は
、
八
組
十
六
首
の
本
歌
取
例
が
成
功
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
『奥
儀

抄
』
「盗
古
歌
証
歌
」
に
も
、
三
十
七
組
七
十
五
首
の
本
歌
取
例
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
本
歌
の
詞
句
と
置
き
所
は
同
じ
で
あ
る
。
俊
成
以
後

の
本
歌
取
に
も
本
歌

の
詞
句
と
置
き
所
が
同
じ
で
あ
る
歌
は
数
多
く
、
成
功
例
も

多

い
。
本
稿
は
、
本
歌
の
詞
句
の
置
き
所
に
よ
っ
て
、
本
歌
取
か
否
か
、
線
を
引

こ
う
と

い
う
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
分
類
、
評
価
す
る
の
で
も
な
い
。
本
歌
取
の

方
法
的
成
立
の
契
機
を
表
現
構
造
の
面
に
お

い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は

「詞
の
つ
づ
け
が
ら
」
の
基
礎
的
方
法
論
と
相
通
し
て

(
10
>

い

る

。
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定
家
以
後
の
本
歌
取
論
に
つ
い
て
は
、
今
は
ふ
れ
な

い
。
『
八
雲
御
抄
』
な
ど

に
は
、
本
歌
の
心
を
取
る
か
、
詞
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

『
井
蛙
抄
』
に
は
さ
ら
に
細
か
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
歌
取
す

る
以
上
、
本
歌
の
心
か
詞
か
、

一
方
を
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

い
わ
ば
結
果
論
的
な
叙
述
と
い
え

よ
う
。
本
歌
取
が
方
法
論
と
し
て
市
民
権
を
得

た
あ
と
の
、
次
の
発
展
段
階
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

(1
)
折
口
信
夫

「
日
本
文
学
の
発
生
序
説
」
(昭
22

・
10
、
『全
集
』
七
巻
所

収
)。
院
政
期
以
前
の
本
歌
取
を
、
「自
然
発
生
的
」
と
い
い
き
る
の

(藤

平
春
男

『新
古
今
と
そ
の
前
後
』
昭
58

・
1
)
や
、
コ

つ
の
故
実
と
し

て

『古
今
集
』
以
来
徐
々
に
行
わ
れ
て
い
た
」
(松
村
雄
二

「
本
歌
取
り

考

成
立
に
関
す
る
ノ
ー
ト

」
『論
集
和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
昭

61

・
9
)
と
い
う
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

(2
)
折

口
信
夫
前
掲
注

(
1
)
論
文
ほ
か
多
数
、
西
郷
信
綱

『詩

の
発
生
』

(昭
39

・
1
)、
兵
藤
裕
己

「和
歌
表
現
と
制
度
」
(『
日
本
文
学
』
昭
60

・
3
)、
古
橋
信
孝

『古
代
和
歌
の
発
生
』
(昭
63

・
1
)
な
ど
参
照
。

(
3
)
藤
平
春
男
氏
の
前
掲
注

(
1
)
著
書
や

『新
古
今
歌
風
の
形
成
』
(
昭
44

・
1
)
な
ど
。

(
4
)
片
桐
洋

一
氏
は

『後
撰
集
』
歌
の
類
型
的
表
現
を
例
に

「
ハ
ー
フ
メ
イ
ド

的
方
法
」
と
呼
び

(「後

撰
和
歌
集
の
表
現
」
『女
子
大
文
学
』
16
、
昭
39

.
U
)、
橋
本
不
美
男
氏
は
・「古
歌
の
再
創
造
」
を

「折
の
文
芸
」
と
称
し

た

(『
王
朝
和
歌
史

の
研
究

』
昭
47

・
1
)。

(
5
)
橋
本
不
美
男

『院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』
(昭
41

・
2
)
を
参
照
し
た
。

(
6
)
岩
津
資
雄

『
歌
合
せ
の
歌
論
史
研
究
』
(昭
38

・
11
)
に

「
晴
れ
の
歌
」

の

一
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
久
保
田
淳
氏
に
も
、
「
こ
こ
で
は
俊
成
は
決
し
て
本
歌
取
に
積
極
的
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
」
と

い
う
発
言
が
あ
る

(「
本
歌
取
の
意
味
と
機
能
」

『
日
本
の
美
学
』
12
、
昭
63

・
5
)。

(
8
)
本
稿
で
は
あ
ま
り
ふ
れ
な
か

っ
た
が
、
『無
名
抄
』
に
も
、
「
古
歌
を
盗
む

は

一
の
故
実
と
ば
か
り
知
り
て
、
よ
き
あ
し
き
詞
も
見
わ
か
ず
、
み
だ
り

に
取
り
て
あ
や
し
げ
に
続
け
た
る
、
口
惜
し
き
こ
と
な
り
。
い
か
に
も
あ

ら
は
に
取
る
べ
し
。
ほ
の
隠
し
た
る
は
わ
う
し
」
と
、
「あ
ら
は
に
取
る
」

こ
と
を
本
歌
取

の
故
実
の
第

一
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
や
方

法
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

(
9
)
松
村
雄
二
氏
は
、
「
詠
み
ま
し
」
を
、
古
歌
を
凌
駕
し
よ
う
と
す
る

「
秀

歌
幻
想
」
に
結
び
付
け
て
い
る
が

(前
掲
注

(
1
)
論
文
)、
「
詠
み
ま

し
」
は
本
歌
取
歌
論
史

の
系
譜
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で
、
本

歌
取
の
動
機
を

「秀
歌
幻
想
」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
10
)
新
古
今

の
基
礎
的
方
法
論
と
し
て
の

「
詞
の
つ
づ
け
が
ら
」
に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「
詞
の
つ
づ
け
が
ら

新
古
今
の
方
法
と
表
現
構
造

」
(『
文

芸
研
究
』
皿
、
平
1

・
5
)
に
論
じ
て
み
た
。

本
文
は
、
『新
編
国
歌
大
観
』
、
『歌
論
集
能
楽
論
集
』
(
日
本
古
典
文
学
大

系
)、
『
歌
論
集
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)
な
ど
、
通
行
の
活
字
本
に
拠

っ
た
。
表
記
は
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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