
新
古
今
の
歌
語

は
じ
め
に

　
ユ

　

私
は
、
別
稿
に
お
い
て
、
王
朝

の
歌
語
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
歌
語
と

は
、
否
定
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
、
概
念
の
空
洞
化
さ
れ
た
語
で
あ
る

が
、
和
歌
固
有

の
レ
ト
リ

ッ
ク
を
通
過
し
て
異
化
さ
れ
た
語
で
あ
る
、
と
結
論

づ
け
て
み
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
承
け

つ
つ
、
新
古
今
の
歌
語
意
識
を
探
り
、

方
法

へ
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
た
か
考
察
し
て
み
た
い
。

一

別
稿
で
は
、
歌
合
判
詞
に
お
け
る
批
評
用
語

「歌
こ
と
ば
」
あ
る
い
は

「た

だ
こ
と
ば
」
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と

か
ら
、
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
し
て
み
た
。

こ
こ
で
も
、
そ
れ
を
承
け
て
、
主
に
新
古
今
期
に
、
歌
語
と
は
、
ど
の
よ
う

に

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
ず
、
検
証
し

て
み
た
い
。

か
ぎ
り
あ
れ
ば
こ
よ
ひ
も
す
で
に

ふ
け
に
け
り
く
れ
が
た
か
り
し
は
る
の

日
数

の

(雅
経
)

…
右
歌
、
こ
よ
ひ
も
す
で
に
と

い
へ
る
已

の
字
、
そ
の
よ
せ
な
く
て
は

た
だ
詞
に
や
き
こ
え
侍
ら
ん
、

(『千
五
百
番
歌
合
』
二
百
九
十
四
番
右
、
俊
成
判
詞
)

と
い
う
判
詞
が
注
目
さ
れ
る
。
「す
で
に
」
の
用
語
が

「
た
だ
詞
」
で
あ
る
と
い

う
批
判
で
あ
る
が
、
「す
で
に
」
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
が

「た
だ
詞
」
で
あ
る
と

紙

宏

行

い
う

わ

け

で

は

な

く

、

「
す

で

に

」

が

、

「
よ

せ
」

を

欠

い

て

い
る

こ
と

で
、

用

語

と

し

て

の
必

然

性

が
見

ら

れ

ず

、

結

果

的

に

「
た

だ

詞

」

に

な

っ
て
し

ま

う

と

い
う

判

詞

で

あ

る
。

俊

成

は

、

「
よ

せ
」
を

有

す

る

こ
と

が
、

歌

に

お

け

る

用

語

に

は
必

要

で

あ

る

と

し

た

の

で
あ

っ
た

。

こ

の
よ

う

に

、

詠

歌

に

お

い

て
、

「
よ

せ
」

は

早

く

か

ら

重

視

さ

れ

て

い

て
、

む
ら

さ

き

に

に

ほ

ふ

ふ

じ

な

み
う

ち

は

へ
て

ま

つ

に
ぞ

ち

よ

の

い
ろ

は

か

か
れ

る

(朝

忠

)

み

つ

な

く

て

ふ
じ

な

み
と

い

ふ

こ
と

は
、

ふ

る

き

う

た

に

は

を

り

を

り

あ

り
、

さ

れ

ど
、

た

つ

ぬ

る

人

な

け

れ

ば
、

と

ど

ま

れ

る

な

る

べ
し

、

う

た

あ

は

せ

に

は

い
か

が
あ

ら

ん

、

こ

と

に

よ

せ

ぬ

は
あ

る

ま

じ

、

い

は

れ

な

し

、

な

ほ
、

み
つ

、

い
け

、

き

し

な

ど

そ

よ

す

べ

か

り

け

る
、

歌

が

ら

は

き

よ

げ

な

り

、

(
『
内

裏

歌

合

天

徳

四

年

』

藤

九

番

左

、

左

大

臣

判

)

の
例

は

、

「
ふ
じ

な

み
」
の

こ
と

ば

は
、

古

く

か

ら

用
例

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
「
よ

せ
」
が
な

い

こ

と
を

指

摘

し

た

も

の

で

あ

る

。
歌

一
首

の

こ

と

ば

を

「
よ

せ

」

あ

る

こ

と

ば

に

よ

っ
て
統

一
し

て

ゆ

く

詠

歌

の
方

法

が
求

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

「
よ

せ
」

と

は

、

通

常

、

い
わ

ゆ

る

縁

語

を

さ
す

も

の

と
考

え

ら

れ

て

い
る

。

片

桐

洋

一
氏

が
、
「
古

典

和

歌

の
中

核

と

い
う

べ
き

三

代

集

和

歌

の
表

現

上

の
特

色

を

一
口

に
言

え

ば

、

縁

語

の
駆

使

と

い
う

こ
と

に
尽

き

る

と
私

は

思
う

」

と

(9)



　
　

　

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
縁
語
と
い
う

の
は
、
三
代
集
時
代
か
ら
既
に
、
和
歌
詠

作
の
方
法
の
中
核
を
な
し
て
い
た
。

「腰
折
れ
」
と
い
う

の
も
、
俊
成
が
、
「和

コ

歌
に
有
称
腰
折
事
者
、
中
五
字
与
下
七
七
離
別
せ
る
を
謂
ふ
な
り
」

(『六
百
番

歌
合
』
若
草
廿

一
番
判
詞
)
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
掛
詞
や
縁
語
に
よ
る

各
句

の
連
結
の
欠
如
を
指
摘
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
既
に

『源
氏
物
語
』
や

『更
級
日
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
実
例
は
あ
げ
て
お
ら
ず
実
態
は
わ

か
ら
な
い
が
、
縁
語
を
用

い
た
詠
歌

の
方
法
は
、
広
く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
行
き
過
ぎ
に
な
る

こ
と
も
あ

っ
て
、
『新
撰
髄
脳
』
に
も

「事

お
ほ
く
添

へ
く
さ
り
て
や
と
見
ゆ
る
が
、

い
と
わ
ろ
き
な
り
。

一
す
ぢ
に
す
く

よ
か
に
ま
む
べ
き
」
と
戒
め
ら
れ
て
さ
え
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、
冒
頭
に
引

い
た

『千
五
百
番
歌
合
』
判
詞
の
批
判

と
違
う

の
は
、
歌

一
首
の
中
に
互
い
に
縁
語
関
係
の
あ
る
こ
と
ば
を
配
す
べ
き

こ
と
を
問
題
に
す
る
の
と
、
歌
中
の
他

の
こ
と
ば
と
縁
語
関
係
の
な

い
こ
と
ば

を
そ
の
ま
ま

「た
だ
詞
」
で
あ
る
と
名
付
け
て
し
ま
う
と
い
う
意
識

の
あ
り
か

た
で
あ
る
。
歌

一
首
を
ど
う
構
成
す

る
か
の
問
題
で
は
な
く
、
歌

の
用
語
の
不

適
切
性
を
歌
語
か
否
か
と
い
う
、
こ
と
ば
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
ゆ
く
と

い
う

こ
と
ば
の
思
想

の
レ
ベ
ル
の
懸

隔
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
と
ば
そ
の
も

の

を
、
鋭
く
対
象
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

同
様

の
意
識
は
次

の
判
詞
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

月
を
見
て
し
ば
し
思
ひ
も
忘
ら
れ
き
昼
間
ぞ
恋

の
な
ぐ
さ
め
は
な
き

(季

経
)…

「昼
間
」
、
寄
り
所
無
き
上

に
、
初
五
文
字
事
足
ら
ず
聞

こ
ゆ
。

(『六
百
番
歌
合
』
昼
恋

・
十
六
番
左
、
俊
成
判
)

「昼
間
」

の
こ
と
ば
に

「寄
り
所
」

が
な
い
と

い
う
難
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
次

の
よ
う
な
、
「歌
詞
」
「
た
だ
こ
と
ば
」
を
批
評

基
準
と
す
る
判
詞
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
萩
原
花
咲
き
に
け
り
今
年
だ
に
し
が
ら
む
鹿
に
い
か
で
知
ら
せ
じ

(源

雅
兼
)

…

「
今
年
だ
に
」
と
い
へ
る
腰

の
文
字
も
、
歌
詞
と
は
聞

こ
え
ず
。

(『元
永
二
年
内
大
臣
忠
通
歌
合
』
草
花

・
二
番
左
、
顕
季
判
)

あ
や
な
し
な
た
ぶ
さ
に
す
ず
を
と
り
な
が
ら
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
か

つ
み
だ

る
ら
む

(寂
念
)

左
歌
、
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
か
つ
み
だ
る
ら
む
と
い
へ
る
す
ゑ
の
句

い
と

よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
、
た
だ
し
、
た
ぶ
さ
に
す
ず
を
と
い
へ
る
こ

そ
、
す
ず
は
こ
ゑ
に
い
ふ
な
り
、
た
だ
こ
と
ば
に
や
き
こ
ゆ
ら
む
、

(『住
吉
社
歌
合
』
述
懐
廿
五
番
左
、
俊
成
判
)

「
今
年
だ
に
」
や

「た
ぶ
さ
に
す
ず
を
」

(特
に

「す
ず
」
)
と
い
う
句
そ
の
も

の
は
、
「歌
詞
」

で
は
な

い
、
「
た
だ
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
決
し

て
な
く
、
む
し
ろ
、
他

の
歌
に
は
、
多
く
の
用
語
を
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
前
者
は
、
題
は
草
花
。
「小
萩
原
」
「花
」
「し
が
ら
む
」
「鹿
」
な
ど
の
こ

と
ば
は
、
題
と
対
応
し

つ
つ
、
各

こ
と
ば
が
、
相
互
に
関
連
性
の
あ
る
こ
と
ば

で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
「今
年
だ
に
」
の
語
だ
け
が
、
他
の
語
句
と
の
関

連
性
が
な
く
、
浮

い
た
感
じ
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
判
詞
で
は
、
そ
の

点
に
つ
い
て

「歌
詞
と
は
聞

こ
え
ず
」
と

「
歌
詞
」
の
用
語
に
よ

っ
て
批
判
し

た
の
で
あ
る
。
後
者

の
判
詞
は
明
解
で
、
「す
ず
」
は

「
こ
ゑ
」
と
縁
語
関
係
に

あ
る
が
、
「た
ぶ
さ
」
と
は

「よ
せ
」
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
「た
だ
こ
と
ば
」

に
聞

こ
え
る
と
い
う
。
「歌
詞
」
「
た
だ
こ
と
ば
」
の
批
評
用
語
は
、
「よ
せ
」
の

有
無
を
問
題
と
す
る
、
批
評
概
念
と
な

っ
た
。

「
よ
せ
」
と
は
、
こ
こ
ま
で
縁
語
を
意
味
す
る
語
と
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
な

い
意
味
の
広
が
り
を
持

つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「
よ
せ
あ
り
」
と
評
し
た
、
肯
定
的
な
判
詞
を
と
り
あ
げ

て
み
る
と
、

す
み
の
え
の
こ
ほ
り
と
み
ゆ
る
月
か
げ
に
と
け
や
し
ぬ
ら
む
か
み
の
こ
こ

(10)



う

も

(公

重

)

左

、

こ

ほ

り

と

み
ゆ

る

と

い

ひ

て
、

と

け

や

し

ぬ

ら

む

と

い

へ
る

こ
と

)

ば
は
、
よ
せ
あ
る
や
う
な
れ
ど
、

(『住
吉
社
歌
合
』
社
頭
月
九
番
左
、
俊
成
判
)

こ
の
例
は
、
「氷
」
と

「
と
け

(解
く
)
」
と
を
縁
語
関
係
に
あ
る
も
の
と
見

た
判
詞
で
、
「
よ
せ
」
は
、
縁
語
と
同
義

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
わ
か
り
や

す
い
。
と
こ
ろ
が
、

雲
わ
け
し
谷
の
こ
ず
ゑ
も
ふ
る
雪

の
そ
こ
に
の
み
な
る
天
の
か
ご
山

(平

中
納
言
)

…
左
、
雲
わ
け
し
と
お
き
、
天

の
か
ご
山
と
い
へ
る
よ
せ
あ
り
て
き
こ

ゆ
る
を
、

(『民
部
卿
家
歌
合
』
深
雪
二
番
左
、
俊
成
判
)

と
い
う
判
詞
で
は
、
「雲
わ
け
し
」
と

「天
の
か
ご
山
」
と
の
関
係
を

「
よ
せ
」

と
判
断
し
た
も

の
で
あ
り
、

こ
れ
は
、

た
だ
ち
に
、
通
常

の
縁
語
関
係

に
あ
る

と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
「天
の
か
ご
山

(天
の
香
具
山
)
」
に
つ
い
て

『八
雲

御
抄
』
「名
所
部
」
に
、
「あ
ま
の
石
戸
を
お
し
ひ
ら
き
た
ま
ふ
所
な
り
。
か
ご

山
と
も
。
久
方

の
ー
。
わ
す
れ
草
。
霞
。
雲
。
衣
ほ
す
。
神
鏡
奉
鋳
所
也
。
み

ね
の
ま
さ
か
き
。
俊
成
歌
也
。
あ
ま
の
か
ご
山
は
あ
ま
り
に
た
か
く
て
、
そ
ら

の
か
の
か
が
え
く
る
に
よ
り
て
い
ふ
と
、
日
本
紀

二
見
え
た
り
と
云
り
」
と
、

「
天
の
か
ご
山
」

に
関
す
る
故
実
・由
縁
や
、
関
連
す
る
こ
と
ば
を
解
説
し
て
い

る
。
「天
の
か
ご
山
」
か
ら

「雲
」
「雲
わ
け
し
」

へ
の
こ
と
ば
の
連
鎖
は
、
こ

の
よ
う
な
歌
学
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
ま

で
に
、
体
系
化
さ
れ
定
着
し
て
い
た
の

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
連
鎖
を

「よ
せ
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
に
お
け
る
こ
と
ば
の
連
鎖
は
、
「
天
の
か
ご
山
」
と

「雲
わ
け
し
」
と

の
こ
と
ば
の
連
鎖
ば
か
り
で
な
く
、
他

の
こ
と
ば
と
の
連
鎖
も
あ
る
の
に
注
意

し
て
お
き
た
い
。
「雲
わ
け
し
」

の
こ
と
ば
は
、
「霞
」
や

「衣
ほ
す
」
と
い
う

春
夏
の
季
節
を
指
し
示
し
た
こ
と
ば
を
縁
語
関
係
か
ら
連
想
す
る
こ
と
に
よ

っ

て

(特
に
過
去
の
助
動
詞

「し

(き
)」
を
用

い
て
い
る
こ
と
)
生
き
て
く
る
表

現
で
あ
る
し
、
「
天
の
か
ご
山
」
が

「雲
わ
け
し
谷

の
こ
ず
ゑ
も
ふ
る
雪
の
そ
こ

に
」見
え
る
と
い
う
壮
大
な
感
覚
は
、
「あ
ま

の
石
戸
を
お
し
ひ
ら
き
た
ま
ふ
所
」

な
ど
と
い
う

「
天
の
か
ご
山
」
の
神
話
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
た
発
想
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
「
天
の
か
ご
山
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
『入
雲
御
抄
』
の
記
述

で
い
え
ば
、
「霞
」
や

「衣
ほ
す
」
、
「
あ
ま
の
石
戸
を
お
し
ひ
ら
き
た
ま
ふ
所
」

な
ど
と
い
う
、
歌

の
表
面
に
見
え
な

い
こ
と
ば
と
も
連
鎖
関
係
を
持

っ
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
平
中
納
言

の

「雲
わ
け
し
」
の
歌

の
蒼
古
な
雰

囲
気
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
連
鎖
に
よ

っ
て
醸
成
さ
れ
て
い
る
。

歌

の
こ
と
ば
は
、
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
、
見
え
な
い
こ
と
ば
と
も
連
鎖

関
係
を
持

っ
て
い
る
。
新
古
今

の
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
範
列
的
な
こ
と
ば
の
連

鎖
を
ふ
ま
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
表
現
に
見
え
る
こ
と
ば
が
相
互
に
、

ま
た
、
歌
に
見
え
な
い
、
隠
れ
た
こ
と
ば
と
も
響
き
合

い
、
歌
の
こ
と
ば
の
総

体
と
し
て
、

一
首

の
歌
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

清
輔

の

『和
歌
初
学
抄
』
は
、
「
古
き
詞
の
や
さ
し
さ
か
ら
む
を
選
び
て
な
び

や
か
に
つ
づ
く
べ
き
な
り
」
と
歌

の
用
語
に
つ
い
て
注
意
し
た
あ
と
、
初
学
向

け
に
歌
語

の

一
覧
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

ひ
と
つ
の
歌
語
を
標
目
に
、

下
に
そ
の
「
よ
せ
」
を
列
記
す
る
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「古
き
詞
の
や

さ
し
か
ら
む
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
和
歌
表
現
の
伝
統
に
基
づ
い
て

拾
わ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
「秀
句
」

の
項
目
に
、

天
に
よ
せ
て
は
、
月
、
日
、
ほ
し
、
く
も
、
あ
ま
の
は
ら
、
あ
ま
の
が
は
、

な
ど
い
ふ
べ
し
。

月

ヒ
カ
リ

サ
ス

ク

マ
ナ
シ

サ
ヤ
ケ
シ

ア
カ
シ

イ
ヅ

カ
ツ

ラ

オ
ボ

ロ

イ

ル

オ
ツ

カ
ゲ

ク
モ
ル

な
ど
と
あ
り
、
「似
物
」
の
項
目
下
に
は
、

月
は
ひ
る
に
に
す
。
霜

雪

水

鏡

露
は
玉

蛍
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な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
ば
は
、
結
び
付
き
、
連
鎖
し
合

っ
て
、

ひ
と
つ

の
体
系
を
形
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

語
が
全
体
の
体
系
の
中
に
確
実
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ

の
こ
と
ば
を
起
点
に
、
次
か
ら
次

へ
と

こ
と
ば
が
た
,ぐ
り
よ
せ
ら
れ
る
。
現
実

世
界
の
何
物
を
も
前
提
と
せ
ず
、
和
歌

表
現
の
伝
統
を
基
盤
に
し
て
、
歌
語

の

体
系
は
、
閉
じ
ら
れ
、
自
立
し
た
。

以
上

の
よ
う
な
、
こ
と
ば
を
批
評

の
対
象
と
す
る
判
詞

の
積

み
重
ね
を
経
て
、

歌
語

の
鉢
系
を
ふ
ま
え
、
和
歌

の
用
語

に
つ
い
て
、
定
家
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

き
き
わ
か
ぬ
木

の
葉
は
庭

の
時
雨

に
て
鹿

の
ね
す
さ
む
長
月
の
暮

(保
季
)

木
の
葉
は
庭
の
時
雨
に
て
と
お
き
て
は
、
そ
の
す
ち
の
心
、
詞
の
よ
せ

な
ど
し
も
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
や
侍
ら
む
、
す
さ
む
と
い
ふ
詞
、
古
く
き

き
な
ら
は
ず
や
侍
ら
む
、
三
代
集
に
入
ら
ぬ
歌
は
本
歌
と
せ
ず
な
ど
た

て
申
す
人
も
侍
れ
ど
、
そ
れ
は
さ
る
べ
き
こ
と
に
も
侍
ら
ず
、
う
ち
き

く
に
を
か
し
き
歌
は
か
な
ら
ず
集
に
い
れ
ら
む
に
も
よ
り
侍
ら
じ
、
詞

は
古
く
よ
め
る
詞
の
よ
し
あ
る
を
お
き
て
、
は
じ
め
て
こ
の
み
よ
ま
む

こ
と
も
か

つ
は
と
き
に
よ
り
、

こ
と
に
し
た
が
ふ
べ
く
や
侍
ら
む
、

(『千
五
百
番
冖歌
合
』
七
百
九
十
二
番
左
、
定
家
判
詞
)

基
本
的
に
は
、
上
句
に
対
し
て
、
下
句
に

「
そ
の
す
ち
の
心
、
詞
の
よ
せ
」

が
欠
落
し
て
い
て
、
特
に
、
「す
さ
む
」
の
語
が

「古
く
き
き
な
ら
は
ず
」
と
い

う
べ
き
語
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
論
述
を
展
開

し
て
、
和
歌
の
用
語

の
あ
る
べ
き

一
般
論
を
述

べ
て
い
く
。
範
囲
は
あ
え
て
限

定
せ
ず
、
歌
に
用
い
る
べ
き
こ
と
ば

は

「古
く
よ
め
る
詞
の
よ
し
あ
る
」
こ
と

ば
で
あ
る
と

い
う
結
論
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
さ
か
の
ぼ

っ
て
考
え
合
わ
せ
て

み
る
と
、
そ

の
特
質
は

「
よ
せ
」
の
あ

る
こ
と
ば
な
の
で
あ

っ
た
。

「詞
は
古
く
よ
め
る
詞

の
よ
し
あ
る
を
お
き
て
」
と
い
う
発
言
は
、
『近
代
秀

歌
』
の

「詞
は
古
き
を
し
た
ひ
、
心
は
新
し
き
を
求
め
」
と
い
う
定
家
歌
論
の

原
理
を
表
す
、
詠
歌
に
お
け
る
用
語
の
規
範
を
述
べ
た
部
分
と
、
ほ
ぼ

一
致
し

た
内
容

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。新
古
今
の
方
法
の
基
盤
に
は
、
「古
き
詞
」

の
、
和
歌
伝
統

の
蓄
積
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た

「詞
の
よ
せ
」
を
持

つ
こ
と

へ

の
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。

『近
代
秀
歌
』
は
、
右
の
記
述
に
続
け
て
、
本
歌
取
は
じ
め
新
古
今

の
方
法
に

つ
い
て
論
述
し
て
ゆ
く
。
歌
語
の

「よ
せ
」
と
新
古
今
の
方
法
と
が
、
ど
の
よ

う
に
接
続
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確

で
は
な

い
。
歌
語

の

「
よ
せ
」

の

表
現
機
能
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
歌
論
書
な
ど
か
ら
の
明
解
な
証
言
が
見
あ
た

ら
な
い
。
『詠
歌

一
体
』
の

「歌
に
は
よ
せ
あ
る
が
よ
き
こ
と
」
と
い
う
記
述
を

見
て
も
、
例
を
挙
げ
、
乱
用
を
戒
め
て
も
、
結
論
と
し
て
は
、
「
こ
と
に
よ
り
、

様
に
し
た
が
ふ
べ
き
な
り
」
と

い
う
常
識
的
な
線
に
落
ち
着

い
て
い
る
。

稿
者
は
、
新
古
今

の
最
も
基
本
と
な
る
方
法
を

「詞
の
つ
づ
け
が
ら
」

の
方

法
で
あ
る
と
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
を
那

、
「詞
の
つ
づ
け
が
ら
」
の
方
法

の
基

盤
に
、
歌
語
の

「
よ
せ
」
を
持

つ
特
質

へ
の
認
識
が
あ

っ
た
と
結
び
つ
け
る
の

は
可
能

で
あ
ろ
う
。
「
詞
は
古
き
を
し
た
ひ
」
と
は
、
歌
語
の

「
よ
せ
」
の
機
能

を
方
法
的
に
意
識
化
し
、
活
性
化
さ
せ
て
こ
と
ば
を
配
列
す
る
こ
と
で
あ

っ
た

と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
「よ
せ
」
あ
る
古
き
こ
と
ば
に
よ

っ
て
、
新
し
い
心
を

生
成
し
え
た
。
歌
語
そ
の
も

の
を
対
象
化
し
、
そ
の
特
性
の
認
識
を
基
盤
と
し

て
の
み
、
新
古
今
の
方
法
は
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

藤
平
春
男
氏
は
、
俊
成
歌
論
を
精
細
に
検
討
し
、
「韻
律

の
流
れ
と
と
も
に
感

性
に
訴
え
き
た
る
美
的
気
分
こ
そ
、
和
歌
の
本
質
を
成
す
も
の
と
し
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
つ
つ
、
こ
と
ば
に
関
し
て
は

「詩
的
言
語
の
機
能
、
す
な
わ
ち
韻

律
と
映
像

の
指
摘
が
あ
り
、
そ
こ
に
和
歌
の
本
質
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ

　
　

　

る
」
と
述

べ
て
い
る
。
韻
律
か
ら
感
性
に
訴
え
美
的
気
分
を
感
得
さ
せ
る
根
拠

と
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
「詩
的
言
語

の
機
能
」
の
実
質
を
、
本
稿
で
は
問
お
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う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
と
ば
の

「よ
せ
」

の
機
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
江
湖
山
恒
明
氏
は
、
国
語
学
的
立
場
か
ら
、
中
古
の
縁
語

と
区
別
し

つ
つ
、
定
家
の
縁
語
を

「有
心

の
序
」
に
対

し
て

「有
心

の
縁
語
」

と
呼
び
、
「縁
語

の
持

つ
象
徴
的
効
果

は
、
む
し
ろ
連
想
と
い
う

は
た
ら
き
に
目

を

つ
け
て
説
明
す

べ
き
も
の
」
と
し
た
う
え
で
、
「連
想

で

『文
』
の
脈
絡
を
た

ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
表
現
効
果
は
、

(中
略
)
作
品
に
余
情
の
効

　
　

　

果
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。

尼

ヶ
崎
彬
氏
は
、
構
造
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
縁
語
に
よ

っ
て

「複
数
の
意

味

の
圏
域
を
縫

い
合
わ
せ
」
「
そ
の
オ
ー

バ
ー
ラ

ッ
プ

の
中

に
私
た
ち
は
あ
る
種

　
　

　

の
映
像
や
諧
調
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
方
法
論

の
理
論
的

厳
正
さ
に
よ

っ
て
、
藤
平
、
江
湖
山
両
氏

の
所
論
を
み
ご
と
に
整
理
し
、
深
め

た
と
い
う
印
象
で
あ
る
。

俊
成
の
強

い
余
情

へ
の
志
向
に
藤
平
氏

の
右
の
所
論
を
勘
案
す
る
と
、
江
湖

山
恒
明
氏
の

「余
情
の
効
果
を
生
ぜ
し

め
る
」
と

い
う
結
論
に
つ
な
が

っ
て
く

る
。
新
古
今
の
方
法
の
基
盤
に
は
、
こ
と
ば

へ
の
自
覚
が
あ
り
、
志
向
し
た
理

念
が
、
余
情
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
余
情

形
成
に
こ
と
ば
の

「よ
せ
」
が
重
要
な

　
　

　

機
能
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
意

識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

時
代
が
下
る
が
、
い
わ
ゆ
る
中
世
歌
学
に

「縁
の
詞
」
「縁

の
字
」
と
い
う
説

が
あ
る
。

歌
の
む
ね
こ
し
す
そ
と
い
ひ
、
ま

た
縁
の
詞
と
い
ふ
は
、

春

の
田
に
す
き

い
り
ぬ
べ
き
翁
か
な
か
の
水

口
に
水
を
入
れ
ば
や

春
の
田
と
い
へ
ば
、
す
き
入
り
と
縁
を
あ
ら
せ
、
水
口
と
い
ひ
つ
れ
ば
、

水
を
入
れ
ば
や
と
縁
を
あ
ら
す
。

か
や
う
の
事
を
縁
の
字
と
も
、
上
下
と

も
い
ふ
な
り
。
む
ね
こ
し
す
そ
は
、
初
の
五
七
に
わ
た
る
あ
ひ
を
ば
む
ね

と
名
づ
け
、
次
の
五
七
に
わ
た
る
あ
ひ
を
ば
こ
し
と
い
ひ
、
終
り
の
七
々

に
わ
た
る
あ
ひ
を
ば
す
そ
と
い
ふ
な
り
。
こ
の
三
所
に
縁
の
字
を
置
か
ず

は
歌
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

こ
と
さ
ら
に
腰
に
縁
字
を
す
ゑ
ざ
る
を
ば
、
腰

折
れ
と
名
づ
け
て
捨

つ
る
も

の
な
り
。
む
ね
す
そ
は
お
の
つ
か
ら
縁
な
け

れ
ど
も
、
腰
に
縁
あ
れ
ば
、

ひ
と
ふ
し
歌
と
こ
そ

い
は
る
れ
ど
も
、
歌
の

名
を
ば
得
た
り
。
ま
た
、
た
だ
ご
と
歌
に
は
、
上
下

の
縁
の
字
を
ば
す
ゑ

ず
。
詞
の
縁
あ
る
を

つ
づ
く
る
な
り
。
こ
の
旨
を
心
得
ぬ
れ
ば
、
歌
を
知

る
も

の
に
は
な
り
ぬ
る
も

の
な
り
。
歌
の
面
白
か
ら
ざ
ら
む
は
心

の
と
が
、

や
さ
し
か
ら
ざ
ら
む
は
、
種
性
の
生
ま
れ
つ
き
の
う
ら
み
な
る
べ
し
。
歌

を
は
や
く
詠
ま
む
故
実
に
は
、
題
に
つ
き
て
縁
を

い
そ
ぎ
求
め
て
、
む
ね

こ
し
す
そ
に
据
ゑ
、
よ
か
ら
む
を
さ
き
と
し
て
、
中
を
も
、
上
を
も
、
す

そ
を
も

つ
く
り
て
お
く
べ
し
。

(『和
歌
肝
要
』)

ほ
か
に
も
、
『和
歌
大
綱
』
『悦
目
抄
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
、
鎌
倉
末
期
に

は
、
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
説
の
よ
う
で
あ
る
。
各
句

の
相
互
間
に
縁
語
と
い
う
詞
の

連
鎖
を
置
い
て
、

一
首
の
統

一
を
は
か
る
必
要
性
を
説

い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
鎌
倉
末
期
に
起
こ
っ
た
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
本
稿
で
と
り
あ
げ

た
、
詞
の

「よ
せ
」
を
重
視
す
る
歌
合
判
詞
群
に
も
あ
て
は
ま
り
、
逆
に
、
平

安
中
期
以
来
の
歌
合
判
詞
を
集
成
し
、
体
系
化
し
た
よ
う
な
説
で
あ
る
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
句
か
ら
末
句
ま
で
詞
の
縁
に
よ

っ
て

一
首
を
統

一

す
る
と
い
う

の
は
、

一
般
的
な
詠
法
で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
引
用
文

中
の

「腰
折
れ
」
と
い
う

の
は
、
『源
氏
物
語
』
や

『更
級
日
記
』
に
お
け
る
用

例
に
つ
い
て
は
前
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
速
詠
の
故
実
を
説
く
部
分
で
は
、
与
え
ら
れ
た
題
か
ら
ひ
と
つ
の
歌

語

へ
、
さ
ら
に

一
首

の
歌

へ
と
、
詞
の
縁
に
よ
る
連
鎖
に
よ

っ
て
継
次
的
に
こ

と
ば
が
紡
ぎ
出
さ
れ
、

一
首
の
歌
を
形
成
し
て
ゆ
く
よ
う
す
が
、
如
実
に
示
さ

れ
て
い
る
。
尼
ヶ
崎
彬
氏
も
、

こ
の
記
述
に
着
目
し

(た
だ
し
、
『悦
目
抄
』
の
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文
章
を
引
用
)
、
「掛
詞
や
縁
語
を
ま
ず
着
想
し
、
そ
れ
を
土
台
に
歌
を
組
み
立

て
て
い
こ
う
と
す
る
」
詠
作
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
題
詠

の
実
際
的
な

詠
法
が
、
た
だ
ち
に
縁
語
を
用
い
て
の
詠
法
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
こ
と
は
、
歌
語
の
縁
語
に
よ
る
連
鎖

へ
の
自
覚
が
戞

題
詠
に
よ

っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個
々
の
歌
語

の
体
系
的
把
握
、
歌
語
全

体
の
体
系
化
に
も
、
題
詠
は
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

(
1
)

拙

稿

「
歌
語

に
関

す

る
試
考

」

(『
菊

田
茂

男

教
授

退
官
記

念

日
本

文
芸

の
潮

流
』

平

5

・
4
)

(
2
)

片

桐
洋

一

『
歌
枕

歌

こ
と

ば
辞
典

』

(
昭

58

・
12
)

の

「
概
説

」

(
3
)

拙

稿

「
詞

の

つ
づ
け

が
ら

新

古
今

の
表

現
構

造

」

(
『文

芸
研

究
』

皿
集

、
平

1

・
5
)

(
4
)
藤
平

春

男

『新

古

今
歌
風

の
形

成
』

(昭

44

・
1
)

(
5
)
江

湖
山

恒
明

『
国
語

表
現

論
i

文
芸
作

品

の
表
現

研
究

』

(昭

30

・
11
)

(
6
)
尼

ヶ
崎
彬

『
日
本

の
レ
ト
リ

ッ
ク
』

(昭

63

・
1
)

(
7
)
い

っ
た

い
、

「
よ

せ
」

(縁
語
)

の
表

現
機

能

は
、
新

古

今
期

に
限

ら
ず
、

今
も

な

お
明

ら

か
に

は
さ
れ

て

い
な

い
と

い
え

る
か
も

し
れ

な

い
。

岡
崎
義

恵

氏

は
、
縁

語

に
は

「隷

属

的

の
譬

喩

・
形

容
詞
、

或

は
無
意

識

の

附

加

・
装
飾

等
を

先

づ
孤
立

の
観

念
系

列

と
し

て
主

想

よ
り

切
り

は
な

し
、

さ

う

し

て
改

め
て

こ
れ
を
主

観

的
気

分

の
象

徴

た
ら

し

め
る
効

果

が
あ

る
」

と
述

べ
て

い
る

(『
日
本

詩
歌

の
象

徴
精

神

古
代

篇
』
岡
崎
義

恵

著
作

選
、

昭

45
・

6
)
。

ま

た
、
鈴

木

日
出
夫

氏

は
、
「
事

物
現

象
を

表
す

言
葉

と
し

て

の
縁
語

群

が
た

が

い
に
、
有

機
的

に
作

用
し

あ

い
つ

つ
、
作
者

の
心
情

な
ら

ざ

る
外
界

物
象

が

そ
れ

じ

た

い
に
お

い
て
完
結

し

た
か

た
ち

と
し

て
定
位

せ

し
め
ら

れ

て

い
る
」

と
述

べ
、

掛
詞

と
と

も

に

「
虚
構

の
方

法

の
発
達

の

一
環

と
し

て
位
置

づ
け

」

て
、

そ

の
底

流

に
あ

る
、
人

間

の

「
人

間

と

い
う

も

の

の
限

界

に

つ
き

あ

た

っ

た
、
宿

命
的

・
運
命

的

な
認

識
」

ま

で
も

透
視

し

よ
う

と
し

て

い
る

(
『
古
代
和

歌

史
論

』
平

2

・
10
)
。

ほ

か

に
も
、

谷

山
茂

『平

家

の
歌

人

た
ち
』

(著

作

集

六
、

昭

59

・
11
)

に

は
、
縁

語

の
表
現

効
果

に
関

し

て

「
前

後

の
親
近

性
を

保
ち

、
風

趣
を

添
え

」

「
含

み

の
あ

る
表

現
を

も
た

ら
す
」

と
記

さ

れ

て

い
る
。

目

に

つ
く

と

こ
ろ

は
以
上

に

と
ど
ま

る

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
先
学

の
問

題
意

識

の
所
在

の
相

違

に
よ
り

、

さ
ま
ざ

ま

に
論

が
展
開

さ

れ

て

い
て
、

興
味

は

つ
き

な

い
。

そ

れ
ぞ

れ
、
何

ら

か

の
表

現
効

果
を

見

と
ど
け

よ
う

と
し

て

い
る

の
だ

が
、

そ
れ

に
ど

の
よ
う

な
意

味
を

見

い
だ
す

か

と

い
う

相
違

で
あ

る
。

(14)


