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古
代
歌
謡
を
根
生
い
と
す
る
表
現
が
万
葉
へ
と
継
承
さ
れ
て
行
く
場
合
、
表
現
そ
れ
自
体
に
は
何
ら
の
変
化
も
及
ば
ぬ
も
の
と
、
新
た
な

表
現
に
変
成
を
遂
げ
て
行
く
も
の
と
の
二
通
り
が
あ
る
。
古
代
歌
謡
の
表
現
は
本
来
、
古
代
呪
術
的
幻
想
と
不
可
分
の
言
語
様
式
で
あ
る
も

の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
は
ず
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
幻
想
を
支
え
る
の
は
歌
謡
を
伝
諦
し
た
〈
場
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ら
が
万
葉
に
継
承
さ
れ
る
場
合
、
〈
場
〉
あ
る
い
は
歌
の
発
想
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
が
或
る
程
度
、

慣
用
的
に
限
定
さ
れ
る
と
、
表
現
に
変
化
は
及
び
に
く
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
変
化
し
て
行
く
表
現
は
、
そ
の
逆
を
考
え
れ
ば
い

い
か
と
思
う
。
〈
場
〉
や
発
想
の
コ
ン
テ
ク
ト
が
古
代
歌
謡
の
そ
れ
ら
と
乖
離
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
そ
の
表
現
は
い
わ
ば
言
語
の
伝
承

的
範
列
と
し
て
の
範
囲
を
狭
め
て
行
き
、
同
時
に
新
た
な
万
葉
和
歌
的
幻
想
が
付
加
さ
れ
て
行
く
。
こ
う
し
た
逆
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
表
現

そ
れ
自
体
の
中
で
働
く
と
、
そ
れ
は
新
し
い
幻
想
を
示
す
言
語
様
式
へ
と
変
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
問
題
と
す
る
〈
見
ま
く
欲
る
〉
と
い
う
詞
章
は
、
前
記
二
通
り
の
う
ち
、
後
者
の
場
合
か
ら
生
じ
た
典
型
的
な
表
現
と
い
っ
て
い

い
か
と
思
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
祖
型
は
〈
見
が
欲
し
〉
と
い
う
詞
章
で
あ
り
、
記
紀
に
は
わ
ず
か
二
例
残
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
万

1
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葉
に
も
一
四
首
一
四
例
数
え
ら
れ
る
が
、
記
紀
歌
謡
と
相
似
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

な
い
。
〈
見
が
欲
し
〉
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
検
討
し
た
が
、

触
れ
て
み
た
い
。

〈
場
〉
や
コ
ン
テ
ク
ト
か
ら
逸
脱
し
た
発
想
や
用
法
の
例
は
き
わ
め
て
少

重
複
の
煩
を
い
と
わ
ず
に
、
記
紀
に
収
録
さ
れ
た
二
例
に
つ
い
て
少
し

2

つ
ぎ
ね
ふ
や
　
山
城
川
を

宮
上
り
　
我
が
上
れ
ば

青
土
よ
し
　
奈
良
を
過
ぎ

小
楯
　
大
和
を
過
ぎ

我
が
　
見
が
欲
し
国
は

葛
城
高
宮
　
我
家
の
あ
た
り

（
記
5
8
・
紀
5
4
）

大
和
辺
に
　
見
が
欲
し
も
の
は

忍
海
の
　
こ
の
高
城
な
る
　
角
刺
の
宮

（
紀
8
4
）

　
記
5
8
は
仁
徳
記
（
紀
）
に
お
い
て
皇
后
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
が
歌
っ
た
と
い
う
所
伝
の
あ
る
歌
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
所
伝
と
歌
謡
の
内
容
と
に
明

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　

ら
か
な
矛
盾
が
あ
り
、
そ
の
出
自
実
体
の
不
明
瞭
な
歌
謡
と
い
え
る
。
問
題
を
当
該
詞
章
に
絞
り
こ
ん
で
い
く
と
、
山
路
平
四
郎
氏
は
本
歌

を
上
四
句
と
下
八
句
と
が
別
個
の
出
自
と
す
る
見
解
に
立
っ
て
、
〈
見
が
欲
し
〉
を
含
む
後
者
が
道
行
形
式
お
よ
び
宮
廷
寿
歌
紀
8
4
を
踏
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

え
た
国
思
歌
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ま
た
土
橋
寛
氏
も
下
三
句
が
い
わ
ゆ
る
独
立
歌
謡
を
そ
の
も
の
を
利
用
し
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
下
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ユ

に
あ
る
国
見
的
望
郷
歌
の
詞
章
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
清
寧
紀
歌
謡
紀
8
4
は
、
臨
時
朝
政
を
忍
海
の
地
で
執
っ
た
飯
豊
青
皇
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

の
皇
居
を
〈
当
世
の
詞
人
〉
が
歌
っ
た
も
の
と
所
伝
に
あ
る
通
り
、
当
時
の
宮
廷
寿
歌
の
一
つ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
両
歌
謡
の
実
体
を
以
上
の
よ
う
に
と
ら
え
た
上
で
、
〈
見
が
欲
し
〉
の
和
歌
史
的
な
位
置
を
考
え
る
と
、
万
葉
前
史
に
お
け
る
国
讃
め
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ザ

宮
讃
め
の
慣
用
的
な
表
現
で
あ
り
、
ま
た
広
く
民
間
の
国
見
に
関
わ
る
伝
請
呪
詞
や
歌
謡
を
出
自
と
し
て
練
成
を
遂
げ
て
き
た
詞
章
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
伝
調
的
な
寿
詞
で
あ
る
と
い
え
る
。
〈
見
た
い
〉
あ
る
い
は
〈
見
て
い
た
い
〉
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
解
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
へ

こ
の
表
現
が
、
宮
や
国
と
い
っ
た
対
象
を
讃
美
す
る
寿
詞
と
し
て
固
定
化
し
た
の
は
何
故
か
。
私
は
、
こ
れ
を
別
稿
で
「
家
郷
た
る
国
が
、

王
権
の
所
在
地
た
る
宮
が
そ
れ
以
外
の
存
在
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
超
越
的
な
何
も
の
か
を
も
っ
て
お
り
、
〈
見
る
〉
こ
と
を
庶
幾
す
る
こ

と
を
通
じ
て
〈
見
る
〉
主
体
に
そ
の
何
も
の
か
を
も
た
ら
す
。
故
に
、
現
に
目
に
見
え
て
い
る
存
在
の
全
て
を
否
定
し
て
、
国
や
宮
を
〈
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
き
ソ

る
〉
こ
と
を
庶
幾
す
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
」
、
そ
こ
に
土
橋
寛
氏
の
い
う
古
代
呪
術
的
幻
想
〈
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
〉
説
を
援

用
し
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
出
し
て
見
た
。
即
ち
、
〈
見
が
欲
し
〉
と
い
う
詞
章
は
、
磐
し
い
ク
ニ
マ
タ
に
充
ち
溢
れ
た
家
郷
た
る
国

や
王
権
の
所
在
地
た
る
宮
を
〈
見
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
盛
ん
な
タ
マ
と
交
流
・
融
合
し
た
い
と
い
う
庶
幾
を
述
べ
る
表
現
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
王
権
と
は
何
よ
り
も
多
く
の
ク
ニ
ツ
カ
ミ
を
掌
握
す
る
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま

た
家
郷
た
る
国
と
は
祖
神
の
強
大
な
ク
ニ
タ
マ
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
た
土
地
と
し
て
観
念
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
〈
見
が
欲
し
〉

が
究
極
的
に
は
対
象
を
讃
美
し
て
や
ま
な
い
寿
詞
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
理
由
の
一
端
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
先
に
触
れ
た
〈
見
が
欲
し
〉
の
万
葉
に
お
け
る
一
四
の
用
例
の
中
、
八
例
ま
で
が
宮
・
土
地
・
物
の
讃
美
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
用
法
に

則
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
笠
金
村
の
吉
野
離
宮
讃
歌
（
6
・
九
〇
七
、
九
一
〇
）
に
お
け
る
宮
讃
め
の
用
例
、
国
見
歌
の
系
譜
に
つ
な
が

る
山
部
赤
人
（
3
・
三
二
四
）
・
丹
比
国
人
（
3
・
三
八
二
）
・
田
辺
福
麻
呂
（
6
・
一
〇
四
七
）
・
大
伴
家
持
（
1
7
・
三
九
八
五
）
ら
の

山
讃
め
の
用
例
な
ど
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
〈
見
が
欲
し
〉
が
、
そ
の
祖
型
に
お
い
て
内
包
し
て
い
た
古
代
呪
術

3
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的
幻
想
を
少
な
く
と
も
擬
制
的
な
背
景
と
し
た
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
万
葉
時
代
に
出
現
し
た
全
国
規
模
の
王
権
、
天
皇
制
を
讃
美

す
る
表
現
と
し
て
新
時
代
に
慣
用
化
す
る
の
は
、
む
し
ろ
白
鳳
期
に
人
麻
呂
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う
詞
章
で
あ

る
。
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
は
〈
見
が
欲
し
〉
の
内
包
す
る
古
代
呪
術
的
幻
想
を
継
承
し
、
よ
り
高
次
の
神
性
王
権
を
讃
美
す
る
新
た
な
寿
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ソ

と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
〈
見
が
欲
し
〉
の
用
法
と
し
て
、
本
来
的
な
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
次
の
二
例
で
あ
る
。

　
ゆ
く
り
な
く
今
も
見
が
欲
し
秋
萩
の
し
な
ひ
に
あ
ら
む
妹
が
姿
を
（
1
0
・
二
二
八
三
）

　
う
ま
さ
け
の
三
諸
の
山
に
立
つ
月
の
見
が
欲
し
君
が
馬
の
音
そ
す
る
（
H
・
二
五
一
二
）

　
前
者
は
お
そ
ら
く
奈
良
天
平
期
の
作
者
未
詳
歌
で
秋
相
聞
に
、
後
者
は
人
麻
呂
歌
集
所
収
歌
で
問
答
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
明
ら
か
な
相
聞
系
列
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
例
は
こ
の
二
首
だ
け
で
あ
り
、
他
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
讃
歌
な
い
し
は
讃
美
の
文
脈
に

措
か
れ
て
い
る
の
と
は
裁
然
と
異
な
る
。
こ
れ
ら
を
讃
歌
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
〈
見
が
欲
し
〉
に
お

け
る
〈
見
る
〉
の
意
味
は
、
例
え
ば
、

　
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
ひ
し
く
は
あ
や
な
く
今
日
や
な
が
め
暮
ら
さ
む
（
在
原
業
平
　
古
今
1
1
・
四
七
五
）

　
今
は
は
や
恋
ひ
死
な
ま
し
を
あ
ひ
見
む
と
た
の
め
し
事
ぞ
命
な
り
け
る
（
清
原
深
養
父
　
古
今
1
2
・
六
＝
二
）

と
い
っ
た
王
朝
恋
歌
の
〈
見
る
〉
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
近
い
。
こ
う
し
た
王
朝
恋
歌
に
お
け
る
〈
見
る
〉
に
タ
マ
ア
イ
（
魂
合
）
を
庶
幾
す

る
と
い
っ
た
呪
術
的
幻
想
の
影
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
断
言
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
古
代
歌
謡
に
お
け
る
家
郷
や
宮

を
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
か
ら
は
遙
か
に
隔
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
の
万
葉
相
聞
に
お
け
る
二
例
の
〈
見
る
〉
は
、

あ
る
い
は
古
代
呪
術
的
幻
想
を
範
例
と
し
て
引
き
ず
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
相
聞
恋
歌
的
表
現
の
文
脈
の
中
で
は
業
平
歌
や
深
養
父
歌

の
そ
れ
と
等
質
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
措
か
れ
方
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
〈
見
が
欲
し
〉
と
い
う
詞
章
が
こ
う
し
た
相
聞
表
現
に
取
り
込

4



ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
慣
用
的
な
寿
詞
と
し
て
持
つ
伝
承
的
範
列
の
範
囲
を
狭
め
て
行
っ
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
ま
た
万
葉
和
歌
が

新
た
に
獲
得
し
た
相
聞
的
〈
見
る
〉
の
意
味
に
近
づ
い
た
と
い
う
事
で
も
あ
る
。
し
か
し
〈
見
が
欲
し
〉
の
明
ら
か
な
相
聞
的
用
法
は
こ
の

二
例
が
残
る
の
み
で
あ
り
、
後
の
勅
撰
集
な
ど
で
は
こ
の
詞
章
自
体
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
詞
章
は
、
い
わ
ば
新
し
い
和
歌
的

幻
想
に
到
達
す
る
と
同
時
に
、
新
た
な
言
語
様
式
へ
と
変
成
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
〈
見
ま
く
欲
る
〉
と
い
う
歌
語
は
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
見
通
し
で
あ
る
。

2
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〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
〈
み
ま
く
〉
は
、
語
法
的
に
は
動
詞
〈
み
る
〉
の
未
然
形
〈
み
〉
に
助
動
詞
〈
む
〉
の
古
い
未
然
形
〈
ま
〉
が
付
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

さ
ら
に
用
言
を
体
言
化
す
る
接
尾
語
＜
〈
〉
が
加
わ
っ
た
語
形
で
あ
る
と
一
般
的
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
動
詞
〈
欲
る
〉
が
付
い
て

〈
見
が
欲
し
〉
と
同
様
に
〈
見
た
い
〉
あ
る
い
は
〈
見
て
い
た
い
〉
と
解
す
べ
き
詞
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
〈
み
ま
く
〉
に

形
容
詞
〈
欲
し
〉
の
付
い
た
〈
見
ま
く
欲
し
〉
と
い
う
表
現
も
後
述
す
る
よ
う
に
〈
見
ま
く
欲
る
〉
よ
り
は
数
は
少
な
い
が
、
そ
れ
と
並
行

し
て
万
葉
に
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
意
味
的
な
相
違
は
全
く
う
か
が
わ
れ
な
い
。
万
葉
歌
人
の
意
識
に
お
い
て
は
、
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例

に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
単
に
表
現
の
便
宜
上
、
こ
の
両
詞
章
を
使
い
分
け
た
と
推
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

　
恋
ひ
死
な
む
時
は
何
せ
む
生
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
を
見
ま
く
欲
り
す
れ
（
4
・
五
⊥
ハ
○
）

　
春
日
山
朝
立
つ
雲
の
ゐ
ぬ
日
な
く
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る
か
な
（
4
・
五
八
四
）

つ
ま
り
、
体
言
に
か
か
る
場
合
は
〈
見
ま
く
欲
し
〉
の
連
体
形
が
用
い
ら
れ
る
の
が
、
ほ
ぼ
原
則
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
稿
で
は
、
両
詞
章
を
同
一
レ
ヴ
ェ
ル
で
扱
い
、
用
例
数
の
多
い
〈
見
ま
く
欲
る
〉
を
も
っ
て
論
の
前
面
に
出
す
こ
と
と
す
る
。

5
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※ 巻 番号 分　立 作　者 宮 国（土地） 物 人

1 2 164 挽　　歌 大伯皇女 大津皇子
2 207 挽　　歌 柿本人麻呂 我　妹　子
3 3 403 啓　　喩 ×伴家持 玉（坂上大嬢）

4 4 560 相　　聞 大伴百代 妹

5 580 相　　聞 余　　明軍 君

6 584 相　　聞 大伴坂上大嬢 君

7 686 相　　聞 大伴坂上大女 （君）

8 704 相　　聞 巫部麻蘇娘女 人

9 778 相　　聞 大伴家持 籠　の　姿
10 6 946 雑　　歌 山部赤人 （妹）’

11 984 雑　　歌 豊前国娘大豊 月

12 1014 雑　　歌 橘　　文成 君

13 1062 雑　　歌 福麻呂歌集 味　原　宮

14 7 1104 雑　　歌 作者未詳 吉　野　川

15 1205 雑　　歌 作者未詳 里

16 1282 旋頭歌 人麻呂歌集 白　　　雲

17 1302 唇　　喩 人麻呂歌集 白玉（女）
18 1318 呑　　喩 作者未詳 白玉（女）
19 1364 唇　　喩 作者未詳 秋萩（女）
20 1318 唇　　喩 作者未詳　　「

白波（男）
21 8 1516 秋雑歌 山　部　王 秋

22 9 1724 雑　　歌 人麻呂歌集 吉　野　川

23 1753 雑　　歌 虫麻呂歌集 筑　波　山

24 10 1913 春相聞 作者未詳 君　が　姿
25 1943 夏雑歌 作者未詳 ほととぎす
26 2124 秋雑歌 作者未詳 秋　　　萩

27 11 2381 正述心緒 人麻呂歌集 君　が　目
28 2464 寄物陳思 人麻呂歌集 三日月（恋人）

29 2559 正述心緒 作者未詳・ 我　妹　子
30 2592 正述心緒 作者未詳 （恋人）

31 2666 寄物陳思 作者未詳 妹　が　目

32 2682 寄物陳思 作者未詳 君

33 2793 寄物陳思 作者未詳 妹

誕 2801 寄物陳思 作者未詳 君

35 12 2992 寄物陳思 作者未詳 君

36 3024 寄物陳思 作者未詳 妹　が　目

37 3106 寄物陳思 作者未詳 （我）と君

38 15 3776 相　　聞 中臣宅守 （狭野弟上娘子）

39 17 3957 挽　　歌 大伴家持 弟

40 18 4120 雑　　歌 大伴家持 君

41 20 4307 相　　聞 大伴家持 （織　　女）

42 4449 雑　　歌 船　　　　王 君

6
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さ
て
、
こ
の
詞
章
の
用
例
は
万
葉
集
に
四
二
首
四
二
例
（
長
歌
五
首
、
短
歌
三
⊥
ハ
首
、
旋
頭
歌
一
首
）
が
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
〈
見

ま
く
欲
る
〉
が
二
八
例
、
〈
見
ま
く
欲
し
〉
が
一
四
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
頁
に
そ
の
一
覧
を
表
示
し
た
が
、
右
四
つ
の
〈
宮
〉
〈
国
（
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

地
）
〉
〈
物
〉
〈
人
〉
と
い
う
項
目
は
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
対
象
を
前
稿
ま
で
の
私
の
方
法
に
従
っ
て
便
宜
的
に
大
別
し
た
も
の
で
、
そ
の
具

体
を
欄
内
に
明
示
し
た
。
ま
た
左
端
※
欄
に
記
し
た
通
し
番
号
は
、
以
下
、
本
稿
の
引
用
す
る
歌
の
所
属
を
示
す
指
標
と
す
る
。
表
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
の
詞
章
は
相
聞
系
列
の
歌
（
正
確
な
分
立
を
記
す
と
、
相
聞
・
警
喩
・
春
相
聞
・
正
述
心
緒
・
寄
物
陳
思
・
問
答
歌
）
に

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
四
二
例
中
、
二
五
例
を
数
え
る
。
こ
れ
を
分
立
だ
け
で
な
く
、
措
か
れ
た
文
脈

に
お
い
て
と
ら
え
直
す
と
ー
・
2
・
3
9
の
挽
歌
に
お
け
る
用
例
も
相
聞
系
列
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

1
見
ま
く
欲
り
わ
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
何
し
か
来
け
む
馬
疲
る
る
に

2
天
飛
ぶ
や
　
軽
の
路
は
　
吾
妹
子
が
　
里
に
し
あ
れ
ば
　
ね
も
こ
ろ
に
　
見
ま
く
欲
し
け
ど
　
止
ま
ず
行
か
ば
　
人
目
を
多
み
　
ま
ね
く

　
行
か
ば
　
人
知
り
ぬ
べ
み
　
さ
ね
葛
後
も
逢
は
む
と
　
大
船
の
　
思
ひ
愚
み
て
…
…

39

V
離
る
　
鄙
治
め
に
と
　
大
君
の
　
ま
け
の
ま
に
ま
に
　
出
で
て
来
し
　
わ
れ
を
送
る
と
　
青
丹
よ
し
　
奈
良
山
過
ぎ
て
　
泉
川
　
清
き

　
河
原
に
　
馬
と
ど
め
　
別
れ
し
時
に
　
真
幸
く
て
　
吾
帰
り
来
む
　
平
け
く
　
斎
ひ
て
待
て
と
　
語
ら
ひ
て
　
来
し
日
の
極
み
　
玉
棒
の

　
道
を
た
遠
み
　
山
川
の
　
隔
り
て
あ
れ
ば
　
恋
し
け
く
　
日
長
き
も
の
を
　
見
ま
く
欲
り
　
思
ふ
間
に
…
・
：

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
ず
れ
も
愛
す
る
者
の
死
を
悼
む
歌
で
あ
る
が
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
〈
見
ま
く
欲
し
〉
を
そ
の
近
辺
の
文
脈
で
切
り
取
っ

て
見
れ
ば
、
紛
れ
も
な
く
相
聞
的
用
法
な
の
で
あ
る
。
相
聞
表
現
と
挽
歌
表
現
と
の
位
相
が
同
質
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
さ
ら
に
分
立
は
雑
歌
で
あ
る
が
、
1
0
に
お
け
る
用
例
も
次
の
よ
う
に
き
わ
め
て
相
聞

的
で
あ
る
と
い
え
る
。

10

苣
H
向
ふ
　
淡
路
の
島
に
　
直
向
ふ
　
敏
馬
の
浦
の
　
沖
辺
に
は
　
深
海
松
採
り
　
浦
廻
に
は
　
名
告
藻
刈
る
　
深
海
松
の
　
見
ま
く
欲

7
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し
け
ど
　
名
告
藻
の
　
己
が
名
惜
し
み
　
間
使
ひ
も
　
遣
ら
ず
て
わ
れ
は
　
生
け
る
と
も
な
し

　
こ
れ
は
〈
敏
馬
の
浦
を
過
ぐ
る
時
に
、
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
一
首
〉
と
題
詞
に
あ
る
歌
だ
が
、
窪
田
空
穂
が
『
万
葉
集
評
釈
』
で
指

摘
す
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
の
石
見
相
聞
歌
（
2
・
＝
一
＝
～
＝
二
九
）
を
意
識
し
て
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。
〈
見
ま
く
欲
し
け
ど
〉
の
対
象

は
反
歌
に
あ
る
〈
君
〉
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
（
こ
の
反
歌
の
〈
君
〉
や
1
0
の
〈
己
が
名
惜
し
み
〉
と
い
っ
た
表
現
か
ら
考
え

る
と
、
赤
人
は
こ
の
長
・
反
歌
を
旅
に
あ
る
女
性
の
身
に
仮
託
し
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
全
用
例
四
二
の
中
、
二
九
例
ま
で
が
相
聞
的
な
文
脈
中
に
措
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
〈
見
が
欲
し
〉
の
内
包
す
る
古
代

呪
術
的
幻
想
を
擬
制
化
さ
せ
な
が
ら
新
時
代
の
寿
詞
と
し
て
創
出
さ
れ
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
用
例
の
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
が
、
宮

讃
め
．
国
（
土
地
）
讃
め
．
物
讃
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
と
対
照
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
〈
見
が
欲
し
〉
の

場
合
も
相
聞
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
及
ん
で
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
伝
承
的
な
寿
詞
と
し
て
の
慣
用
的
用
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
。
こ
う
し

た
点
か
ら
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
を
い
わ
ば
万
葉
相
聞
に
お
け
る
固
定
的
な
歌
語
ど
し
て
と
ら
え
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の

こ
と
を
作
者
お
よ
び
作
歌
圏
か
ら
考
え
て
行
く
と
、
興
味
深
い
事
実
が
一
覧
表
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
の
用
例
を
最
も
多

く
残
し
て
い
る
の
は
大
伴
家
持
で
、
五
例
あ
る
。
さ
ら
に
4
の
大
伴
百
代
、
5
の
余
明
軍
、
6
の
大
伴
坂
上
郎
女
、
7
の
大
伴
坂
上
大
嬢
、

　
　
　
　
　
　
　
エ
ロ
へ

8
の
巫
部
麻
蘇
郎
女
な
ど
の
歌
の
〈
場
〉
は
大
伴
家
持
な
い
し
は
大
伴
家
と
の
直
接
的
関
わ
り
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
大
伴
家
作
歌
圏
内
の
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
4
0
の
船
王
の
歌
の
〈
場
〉
も
大
伴
家
持
と
ゆ
か
り
の
深
い
橘
奈
良
麻
呂
邸

の
宴
席
に
あ
り
、
家
持
も
臨
席
し
て
い
た
し
、
ま
た
何
よ
り
も
こ
の
歌
を
家
持
が
自
ら
の
歌
日
誌
に
記
し
と
ど
め
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
巻
十
の
2
4
～
2
6
、
巻
十
一
の
2
9
～
3
4
、
巻
十
二
の
3
5
～
3
7
と
い
っ
た
奈
良
朝
歌
群
も
そ
の
編
集
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
た

場
合
、
広
い
意
味
で
大
伴
家
作
歌
圏
に
連
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
最
も
早
い
時
期
の
用
例
は
ー
の
大
伯
皇
女
作
歌
な
い
し
は
2
の
人
麻
呂
作
歌
、
1
6
・
1
7
・
2
2
・
2
7
・
2
8
の
人
麻
呂
歌

8



集
所
収
歌
の
あ
た
り
に
置
く
の
が
自
然
だ
ろ
う
が
、
・
の
詞
章
に
習
熟
し
慣
用
化
さ
せ
た
の
は
大
伴
一
族
お
よ
び
そ
・
に
連
な
る
天
平
貴
族

で
あ
っ
た
と
見
通
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
大
伴
坂
上
郎
女
が
典
型
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
族
が
主
と
し
て
歌
い
残
し

た
の
は
相
聞
な
い
し
は
社
交
の
〈
場
〉
に
お
け
る
相
聞
的
贈
答
で
あ
・
た
。
例
え
ば
、
王
朝
和
歌
に
も
継
承
さ
れ
て
行
く
＜
待
つ
恋
〉
〈
片
恋
〉

と
い
っ
た
相
聞
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
大
伴
坂
上
郎
女
を
中
心
と
す
る
作
歌
圏
で
す
で
に
育
ち
流
行
し
て
い
た
事
実
を
伊
藤
博
氏
が
指
摘
し
て

い
る
樋
・
〈
見
ま
く
欲
る
〉
も
そ
う
し
た
圏
内
で
展
開
さ
れ
た
相
聞
歌
語
と
私
は
考
え
る
。
後
で
も
触
れ
る
よ
・
つ
に
、
そ
・
に
は
〈
見
が
欲
し
〉

が
持
・
た
寿
詞
と
し
て
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
払
拭
さ
れ
て
お
り
、
・
の
詞
章
は
も
っ
ぱ
ら
恋
情
表
出
に
関
わ
る
歌
語
と
し
て
の
方
向
に
慣
用

化
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
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そ
れ
で
は
、
そ
の
相
聞
に
用
い
ら
れ
た
〈
見
ま
く
欲
る
〉
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
ま
ず
〈
見
が
欲
し
〉
の
相
聞
に
お
け
る
わ
ず
か
な

用
例
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
決
定
的
な
差
異
は
こ
の
詞
章
の
恋
情
表
出
語
と
し
て
の
表
現
内
部
に
お
け
る
位
置
に
認
め
ら
れ
る
。

4
恋
ひ
死
な
む
時
は
何
せ
む
生
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
を
見
ま
く
欲
り
す
れ

7
こ
の
こ
ろ
は
千
歳
や
往
き
も
過
ぎ
ぬ
る
と
わ
れ
や
し
か
思
ふ
見
ま
く
欲
れ
か
も

8
梼
縄
の
永
き
命
を
欲
り
し
く
は
絶
え
ず
て
人
を
見
ま
く
欲
れ
こ
そ

29

�
卲
ｩ
て
今
日
こ
そ
隔
て
吾
妹
子
が
こ
こ
だ
く
継
ぎ
て
見
ま
く
し
欲
し
も

30

�
ﾐ
死
な
む
後
は
何
せ
む
わ
が
命
生
け
る
日
に
こ
そ
見
ま
く
欲
り
す
れ

41

H
と
い
へ
ば
心
そ
痛
き
う
た
て
異
に
花
に
な
ぞ
へ
て
見
ま
く
欲
り
か
も

〈
見
ま
く
欲
る
〉
が
結
句
に
措
か
れ
た
用
例
で
あ
る
。
和
歌
の
表
現
構
造
に
お
け
る
形
式
的
な
側
面
か
ら
い
え
ば
、
下
二
句
、
特
に
結
句

9
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は
一
首
の
主
題
部
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
歌
意
か
ら
考
え
て
行
く
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
ど
の
歌
も
恋
す
る
者
を
ひ
た
す
ら
〈
見
た
い
〉
〈
見
て
い
た
い
〉
、
つ
ま
り
〈
逢
い
た
い
〉
と
い
う
心
情
表
出
そ
の
も
の
に
歌
の
テ
ー

マ
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
文
字
通
り
そ
の
核
心
を
担
う
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
極
言
す
れ
ば
、
結

句
に
至
る
ま
で
の
語
句
は
、
例
え
ば
巻
十
一
の
寄
物
陳
思
歌
の
多
く
が
そ
う
し
た
構
造
を
と
る
よ
う
に
、
主
題
表
現
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
序

に
近
い
働
き
を
す
る
の
み
の
表
現
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
る
。
〈
見
ま
く
欲
る
〉
が
大
伴
家
作
歌
圏
を
中
心
と
し
て
慣
用
化
さ
れ
て
行
っ
た

詞
章
で
あ
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
が
、
慣
用
化
と
は
換
言
す
れ
ば
類
型
化
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
は
主
題
部
に
最
も
類
型

的
な
表
現
が
措
か
れ
、
導
入
部
．
提
示
部
に
む
し
ろ
個
性
的
（
正
確
に
は
個
別
的
か
）
と
で
も
い
う
べ
き
表
現
が
措
か
れ
る
と
い
っ
た
構
造

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
〈
見
ま
く
欲
る
〉
と
い
う
詞
章
が
和
歌
様
式
を
支
え
る
歌
語
と
し
て
広
く
共
同
化
し
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
う

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

5
あ
し
ひ
き
の
山
に
生
ひ
た
る
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
見
ま
く
欲
し
き
君
か
も

6
春
日
山
朝
立
つ
雲
の
ゐ
ぬ
日
な
く
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る
か
も

12

O
日
も
昨
日
も
今
日
も
見
つ
れ
ど
も
明
日
さ
へ
見
ま
く
欲
し
き
君
か
も

24

ｩ
渡
せ
ば
春
日
の
野
辺
に
立
つ
霞
見
ま
く
の
欲
し
き
君
が
姿
か

28

瘡
獅
ﾌ
さ
や
に
も
見
え
ず
雲
隠
れ
見
ま
く
そ
欲
し
き
う
た
て
こ
の
こ
ろ

34

蜉
C
の
荒
磯
の
渚
鳥
朝
な
朝
な
見
ま
く
の
欲
し
き
を
見
え
ぬ
君
か
も

35

ﾊ
穆
懸
け
ね
ば
苦
し
懸
け
た
れ
ば
続
ぎ
て
見
ま
く
の
欲
し
き
君
か
も

　
こ
れ
ら
は
下
二
句
に
〈
見
ま
く
欲
る
〉
が
措
か
れ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
指
摘
出
来
る
か
と
思
う
。
ど
れ
も
構
造

的
に
も
、
心
情
表
出
の
点
で
も
主
題
な
い
し
は
そ
れ
に
準
ず
る
位
置
に
〈
見
ま
く
欲
る
〉
が
措
か
れ
て
あ
る
。

10
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こ
の
よ
う
に
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
、
万
葉
和
歌
史
に
お
い
て
は
夙
に
歌
語
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
そ
こ
に
は
〈
見
が
欲
し
〉
の
も
っ
た
寿
詞
と
し
て
の
讃
美
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
岩
根
踏
む
重
な
る
山
は
あ
ら
ね
ど
も
逢
は
ぬ
日
ま
ね
み
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
1
1
・
二
四
二
二
）

　
あ
ち
か
ま
の
塩
津
を
指
し
て
漕
ぐ
船
の
名
は
告
り
て
し
を
逢
は
ざ
ら
め
や
も
（
1
1
・
二
七
四
七
）

　
人
皆
の
笠
に
縫
ふ
と
い
ふ
有
間
菅
あ
り
て
後
に
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ
（
1
2
・
三
〇
六
四
）

　
三
首
い
ず
れ
も
寄
物
陳
思
歌
で
あ
る
が
、
一
首
目
の
〈
恋
ひ
わ
た
る
か
も
〉
、
二
首
目
の
〈
逢
は
ざ
ら
め
や
も
〉
、
三
首
目
の
〈
逢
は
む
と

そ
思
ふ
〉
の
各
句
は
相
聞
的
な
心
情
表
出
の
語
句
で
あ
り
、
万
葉
の
相
聞
表
現
で
は
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
相
聞
歌
語
と
呼
ぶ
べ
き
共
同
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
掲
十
二
首
に
お
け
る
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
、

こ
う
し
た
歌
語
と
置
き
換
え
可
能
な
意
味
合
い
し
か
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
4
．
7
．
8
．
2
9
．
3
0
の
結
句
に

は
〈
恋
ひ
わ
た
る
か
も
〉
や
〈
逢
は
ざ
ら
め
や
も
〉
や
〈
逢
は
む
と
そ
思
ふ
〉
が
そ
の
ま
ま
、
な
い
し
は
助
詞
の
わ
ず
か
な
操
作
に
よ
り
措

く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
歌
意
に
大
き
な
変
化
は
起
き
な
い
。
例
え
ば
、
4
は
〈
恋
ひ
死
な
む
時
は
何
せ
む
生
け
る
日
の
た
め
こ
そ
妹
に
恋

ひ
わ
た
る
か
も
〉
と
な
り
、
7
は
〈
こ
の
こ
ろ
は
千
歳
や
往
き
も
過
ぎ
ぬ
る
と
わ
れ
や
し
か
思
ふ
逢
は
ざ
ら
め
や
も
〉
と
な
り
、
ま
た
8
は

〈
梼
縄
の
永
き
命
を
欲
り
し
く
は
絶
え
ず
て
人
と
逢
は
む
と
そ
思
ふ
〉
と
な
り
、
原
歌
と
の
落
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
〈
見
る
〉
が
〈
恋
ひ
わ
た
る
〉
や
〈
逢
ふ
〉
と
い
っ
た
相
聞
的
な
動
詞
と
ほ
ぼ
等
し
い
意
味
的
位
相
で
発
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
古
代
の
〈
見
る
〉
に
ま
つ
わ
る
〈
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
〉
と
い
っ
た
呪
術
的
幻
想
や
、
さ
ら
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉

の
よ
う
な
、
そ
の
擬
制
す
ら
も
想
定
す
る
の
は
困
難
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
万
葉
和
歌
に
お
け
る
相
聞
的
幻
想
が
新
た
に
付
加
さ

れ
た
と
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
〈
見
が
欲
し
〉
が
万
葉
相
聞
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
か
ら
透

視
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詞
章
は
呪
術
的
寿
詞
の
様
式
と
し
て
共
同
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
し
い
万
葉
相
聞

11
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の
歌
語
と
し
て
応
用
さ
れ
る
こ
と
を
阻
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
和
歌
史
に
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉

は
王
朝
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
用
例
は
見
ら
れ
・
丙
、
〈
見
が
欲
し
〉
は
ご
く
少
数
の
例
殖
を
除
い
て
和
歌
史
か
ら
淘
汰
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
・

前
者
は
歌
語
と
し
て
共
同
化
し
、
後
者
は
呪
詞
性
を
払
拭
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

12

4

　
一
覧
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
に
も
宮
讃
め
・
国
讃
め
・
物
讃
め
の
用
例
が
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
宮
讃
め
の
用
例

は
わ
ず
か
に
次
の
一
首
中
の
そ
れ
の
み
で
あ
る
。

13

竄
ｷ
み
し
し
　
わ
ご
大
王
の
　
あ
り
通
ふ
　
難
波
の
宮
は
　
鯨
魚
取
り
　
海
片
附
き
て
　
玉
拾
ふ
　
浜
辺
を
近
み
　
朝
羽
振
る
　
波
の
音

　
騒
ぎ
　
夕
凪
に
　
擢
の
声
聞
こ
ゆ
　
暁
の
　
寝
覚
に
聞
け
ば
　
海
石
の
　
潮
干
の
む
た
　
浦
渚
に
は
　
千
鳥
妻
呼
び
　
葭
辺
に
は
　
鶴
が

　
音
と
よ
む
　
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
見
ま
く
欲
り
す
る
　
御
食
向
ふ
　
味
原
の
宮
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

　
味
原
宮
と
は
天
平
十
六
年
二
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
聖
武
天
皇
の
皇
都
で
あ
っ
た
難
波
宮
の
別
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
た
宮
が
皇

都
時
代
の
そ
れ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
行
幸
先
の
離
宮
な
の
か
、
〈
難
波
の
宮
に
し
て
作
る
歌
一
首
〉
と
い
う
題
詞
だ
け
で
は
、
に
わ
か
に
判

断
し
難
い
。
し
か
し
〈
わ
ご
大
王
の
　
あ
り
通
ふ
〉
と
い
う
一
節
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
人
麻
呂
長
歌
か
ら

の
表
現
上
の
影
響
が
あ
ら
わ
な
歌
で
あ
る
が
、
対
句
を
駆
使
し
た
様
式
的
な
構
成
は
、
こ
れ
が
寿
歌
と
し
て
〈
晴
れ
〉
の
場
で
歌
わ
れ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
〈
見
ま
く
欲
る
〉
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
が
〈
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
見
ま
く
欲

り
す
る
〉
と
い
う
対
句
の
中
に
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
長
歌
の
主
題
部
た
る
結
句
に
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
い
う

人
麻
呂
の
創
出
し
た
寿
詞
が
措
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
対
句
は
明
ら
か
に
讃
美
表
現
で
は
あ
る
が
、
対
句
に
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
つ
ま
り
〈
見
ま
く
欲
る
〉
が
〈
語
り
に
す
れ
ば
〉
と
い
う
句
と
等
価
程
度
に
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
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こ
こ
で
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
よ
り
軽
い
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
麻
呂
の
系
譜
に
連
な
る
宮
廷
歌
人
、
田
辺
福
麻
呂
は
離
宮

讃
歌
を
詠
進
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
総
括
的
寿
詞
と
し
て
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
を
選
び
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
に
端
的
に
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
1
3
の
よ
う
な
公
的
な
寿
歌
の
主
題
を
担
う
表
現
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
見
が

欲
し
〉
か
ら
変
成
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
と
〈
見
ま
く
欲
る
〉
と
の
相
違
が
典
型
的
に
現
れ
た
例
で
あ
ろ
う
。

　
国
（
土
地
）
を
対
象
と
し
た
用
例
四
例
中
、
次
の
二
首
二
例
な
ど
に
は
興
味
深
い
点
が
う
か
が
え
る
。

14

n
並
め
て
み
吉
野
川
を
見
ま
く
欲
り
う
ち
越
え
来
て
そ
瀧
に
遊
び
つ
る

22

ｩ
ま
く
欲
り
来
し
く
も
し
る
く
吉
野
川
音
の
清
け
さ
見
る
に
と
も
し
く

　
吉
野
お
よ
び
吉
野
川
を
詠
ん
だ
歌
に
は
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
を
取
り
込
ん
だ
表
現
が
か
な
り
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
掲
出
し
た
1
4
と
2
2

の
前
後
に
も
次
の
よ
う
な
吉
野
川
の
歌
が
並
ん
で
い
る
。

　
今
し
く
は
見
め
や
と
思
ひ
し
み
吉
野
の
大
川
淀
を
今
日
見
つ
る
か
も
（
作
者
未
詳
7
・
＝
〇
三
）

　
音
に
聞
き
目
に
は
い
ま
だ
見
ぬ
吉
野
川
六
田
の
淀
を
今
日
見
つ
る
か
も
（
作
者
未
詳
7
・
一
一
〇
五
）

　
馬
並
め
て
う
ち
群
れ
越
え
来
今
見
つ
る
吉
野
の
川
を
何
時
か
へ
り
見
む
（
人
麻
呂
歌
集
・
9
・
一
七
二
〇
）

　
苦
し
く
も
暮
れ
ぬ
る
日
か
も
吉
野
川
清
き
川
原
を
見
れ
ど
飽
か
な
く
に
（
人
麻
呂
歌
集
・
9
・
一
七
二
一
）

　
吉
野
川
川
波
高
み
瀧
の
浦
を
見
ず
か
な
り
な
む
恋
し
け
ま
く
に
（
人
麻
呂
歌
集
・
9
・
一
七
二
二
）

　
河
蝦
鳴
く
六
田
の
川
の
川
楊
の
ね
も
こ
ろ
見
れ
ど
飽
か
ぬ
川
か
も
（
人
麻
呂
歌
集
・
9
・
一
七
二
三
）

　
古
の
賢
し
き
人
の
遊
び
け
む
吉
野
の
川
原
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
人
麻
呂
歌
集
・
9
・
一
七
二
五
）

人
麻
呂
歌
集
の
歌
に
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
詞
章
の
対
象
と
す
る
宮
や
国
（
土
地
）
に
そ
も

そ
も
吉
野
が
多
い
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
万
葉
最
初
の
用
例
で
あ
る
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
（
1
・
三
六
、
三
七
）

13
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ハ
ロ
　

が
方
向
づ
け
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
吉
野
讃
歌
に
登
場
し
た
こ
の
詞
章
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
〈
見
が
欲
し
〉
の
内
包
す
る
古
代
呪

術
的
幻
想
を
擬
制
的
に
継
承
し
た
新
た
な
寿
詞
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
〈
見
る
〉
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
」
呪
術
が
揺
曳
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
吉
野
の
地
は
、
天
武
・
持
統
天
皇
以
後
に
お
け
る
律
令
・
神
話
体
系
を
背
景
に
し
た
強
大
な
古
代
天
皇
制
発
祥
の
地
と
も
考

え
ら
れ
（
天
武
天
皇
の
吉
野
の
誓
盟
や
持
統
天
皇
の
在
位
中
三
一
回
に
及
ぶ
吉
野
行
幸
な
ど
は
、
こ
う
し
た
発
祥
地
幻
想
と
は
不
可
分
で
は

な
い
だ
ろ
う
）
、
〈
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
〉
現
人
神
、
天
武
・
持
統
両
天
皇
の
神
威
に
満
ち
た
地
と
し
て
万
葉
人
に
は
観
念
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
1
4
・
2
2
の
〈
見
ま
く
欲
る
〉
に
は
、
〈
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
〉
の
残
照
を
想
定

す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
同
じ
こ
と
が
次
の
、
筑
波
山
を
対
象
と
し
た
用
例
に
つ
い
て
も
指
摘
出
来
る
。

23

ﾟ
手
　
常
陸
の
国
　
二
並
ぶ
　
筑
波
の
山
を
　
見
ま
く
欲
り
　
君
来
ま
せ
り
と
　
熱
け
く
に
　
汗
か
き
な
げ
　
木
の
根
取
り
　
囎
き
登
り

　
峯
の
上
を
　
君
に
見
す
れ
ば
　
男
の
神
も
　
許
し
賜
ひ
　
女
の
神
も
　
幸
ひ
給
ひ
て
　
時
と
な
く
　
雲
居
雨
降
る
　
筑
波
嶺
を
　
清
に
照

　
ら
し
て
　
い
ふ
か
り
し
　
国
の
ま
ほ
ら
を
　
つ
ば
ら
か
に
　
示
し
賜
へ
ば
　
歓
し
み
と
　
紐
の
緒
解
き
て
　
家
の
ご
と
　
解
け
て
そ
遊
ぶ

　
う
ち
靡
く
　
春
見
ま
し
ゆ
は
　
夏
草
の
　
茂
く
は
あ
れ
ど
　
今
日
の
楽
し
さ

　
〈
検
税
使
大
伴
卿
の
筑
波
山
に
登
り
し
時
の
歌
一
首
〉
と
題
詞
に
あ
る
歌
だ
が
、
〈
大
伴
卿
〉
に
は
大
伴
旅
人
・
安
麻
呂
・
道
足
・
牛
養
と

い
っ
た
人
々
が
比
定
さ
れ
て
お
り
、
定
説
を
見
な
い
。
こ
こ
で
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
筑
波
山
だ
が
、
そ
の
主
体
は

作
者
で
は
な
く
作
中
の
〈
君
〉
（
1
1
大
伴
卿
）
で
あ
る
点
に
他
の
用
例
と
異
な
る
特
色
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
歌
の
内
容
に
は
国
見
歌
的

な
色
彩
も
あ
る
が
、
表
現
形
式
に
は
、
概
し
て
公
的
な
長
歌
に
お
け
る
整
然
た
る
様
式
性
が
乏
し
い
。
常
陸
国
の
神
山
た
る
筑
波
山
を
都
か

ら
は
る
ば
る
訪
れ
た
検
税
使
が
〈
見
た
い
〉
と
所
望
す
る
と
、
筑
波
山
の
神
は
そ
れ
を
歓
迎
し
、
歓
楽
の
ひ
と
と
き
を
用
意
し
て
く
れ
た
と

い
う
ほ
ど
の
歌
意
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
検
税
使
を
囲
む
国
司
主
催
の
宴
席
な
ど
で
披
露
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
中
央
対
地
方
や

〈
天
つ
神
〉
の
使
者
対
〈
国
つ
神
〉
の
図
式
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
〈
天
つ
神
〉
の
使
者
た
る
検
税
使
は
、
そ
の
資
格

14
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に
お
い
て
〈
国
つ
神
〉
筑
波
山
に
歓
迎
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
見
を
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
、
そ
こ
に
は
服
属
す
る
〈
国
つ
神
〉
の

イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
讃
美
さ
れ
る
〈
国
つ
神
〉
像
も
描
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
担
う
の
が
、

こ
の
長
歌
で
は
、
ま
ず
〈
見
ま
く
欲
る
〉
と
い
う
詞
章
で
あ
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
当
該
詞
章
の
あ
る
五
句
目
は
、
例
え
ば
〈
見
が
欲

し
く
〉
と
い
う
句
に
措
き
変
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
、
宮
讃
め
・
国
（
土
地
）
讃
め
の
文
脈
中
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
伝
承
寿
詞
〈
見
が
欲
し
〉
の
嫡
子
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
物
を
対
象
と
す
る
六
つ
の
用
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

9
う
つ
た
へ
に
離
の
姿
見
ま
く
欲
り
行
か
む
と
言
へ
や
君
を
見
に
こ
そ

11

_
隠
り
行
方
を
な
み
と
わ
が
恋
ふ
る
月
を
や
君
が
見
ま
く
欲
り
す
る

16

�
ｧ
の
倉
梯
山
に
立
て
る
白
雲
　
見
ま
く
欲
り
わ
が
す
る
な
べ
に
立
て
る
白
雲

21

H
山
に
も
み
つ
木
の
葉
の
移
り
な
ば
さ
ら
に
や
秋
を
見
ま
く
欲
り
せ
む

25

事
驍
謔
ﾝ
鳴
く
雀
公
鳥
見
ま
く
欲
り
わ
れ
草
取
れ
り
見
む
人
も
が
も

26

ｩ
ま
く
欲
り
わ
が
待
ち
恋
ひ
し
秋
萩
は
枝
も
し
み
み
に
花
咲
き
に
け
り

　
9
は
相
聞
で
あ
る
が
、
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
対
象
は
表
現
上
〈
籠
の
姿
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
歌
意
か
ら
す
る
と
、
実
際
の
対

象
は
〈
君
〉
で
あ
る
。
こ
れ
も
相
聞
的
文
脈
中
の
用
例
で
あ
る
。
H
は
『
萬
葉
集
全
注
』
で
吉
井
巖
氏
が
推
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は

〈
夕
闇
は
道
た
つ
た
つ
し
月
待
ち
て
い
ま
せ
わ
が
背
子
そ
の
間
に
も
見
む
〉
（
4
・
七
〇
九
）
と
い
う
同
一
作
者
の
歌
の
前
に
置
か
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
っ
て
、
H
で
は
、
恋
人
に
〈
あ
な
た
も
私
と
同
じ
く
月
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
〉
と
意
味
あ
り
げ
に
尋
ね
、
七
〇
九
番

歌
で
は
じ
め
て
〈
帰
り
道
は
暗
い
か
ら
、
月
が
出
る
ま
で
私
の
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
〉
と
本
音
を
明
か
す
、
と
い
っ
た
趣
の
連
作
だ
っ
た

15
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ろ
う
。
こ
の
場
合
の
〈
月
〉
は
単
な
る
相
聞
的
景
物
と
見
な
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
讃
美
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
特
別
な
意
味
合
い
は
読
み
取

れ
な
い
。
1
6
は
こ
の
後
に
続
く
二
首
の
旋
頭
歌
（
一
二
八
三
、
一
二
八
四
）
と
と
も
に
連
作
構
成
を
取
る
相
聞
と
私
は
別
稿
で
推
定
し
た
こ

・
が
あ
・
樋
、
そ
れ
に
・
れ
ば
〈
見
ま
く
欲
・
〉
の
対
象
〈
白
雲
〉
は
過
去
の
恋
人
の
イ
メ
｜
ジ
を
託
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
・
呈
二

例
の
〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
相
聞
的
用
法
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
後
半
の
三
例
は
い
ず
れ
も
自
然
を
対
象
と
し
て
お
り
、
巻
八
や
巻
十

の
季
節
雑
歌
と
相
聞
と
の
間
に
見
ら
れ
る
表
現
の
相
互
交
流
が
こ
こ
の
〈
見
ま
く
欲
る
〉
に
も
指
摘
出
来
る
か
と
思
う
（
2
1
は
巻
八
、
2
5
・

26

ﾍ
巻
十
）
。
自
然
観
照
の
視
線
を
内
包
す
る
、
こ
れ
ら
の
歌
に
は
す
で
に
呪
術
性
は
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
万
葉
に
お
い
て
は

呪
術
的
幻
想
を
擬
制
化
し
た
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
が
次
第
に
歌
語
化
し
、
勅
撰
和
歌
集
時
代
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
多
く
が
植
物
を
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
リ
ザ

象
と
す
る
歌
に
取
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
〈
見
ま
く
欲
る
〉
の
用
法
の
相
聞
か
ら
自
然
雑
歌
へ
の
広
が
り
に
も
、
そ
う

い
う
事
実
が
参
考
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

16

（
1
）

（
2
）

A　A　A543
　
　
注

拙
稿
「
〈
見
が
欲
し
〉
考
」
（
『
ま
ひ
る
野
」
第
四
一
巻
第
九
号
、
昭
5
3
・
9
）
、
同
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ー
ー
そ
の
意
味
と
用
法
を
ー
め

ぐ
っ
て
」
（
「
美
夫
君
志
一
第
三
一
号
、
昭
6
0
・
1
0
）

こ
の
歌
謡
を
含
む
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
物
語
は
仁
徳
記
・
紀
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
原
型
は
古
事
記
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
そ
の
古
事

記
に
お
い
て
記
5
8
は
次
の
よ
う
な
本
文
文
脈
中
に
置
か
れ
て
あ
る
。
自
分
の
留
守
中
に
仁
徳
天
皇
が
八
田
若
郎
女
を
入
内
さ
せ
た
こ
と
に
立
腹
し

た
皇
后
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
は
難
波
高
津
宮
に
帰
ら
ず
、
山
城
川
を
船
で
遡
行
し
て
行
く
。
山
城
か
ら
今
度
は
南
に
向
か
い
、
奈
良
山
の
北
麓
で
当
該
歌

謡
を
歌
う
。
し
か
し
歌
詞
に
は
〈
青
土
よ
し
　
奈
良
を
過
ぎ
　
小
楯
　
大
和
を
過
ぎ
〉
と
あ
り
、
明
ら
か
に
本
文
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た

葛
城
氏
の
居
城
を
〈
葛
城
高
宮
〉
と
歌
う
の
も
判
然
と
し
な
い
。

「
記
紀
歌
謡
評
釈
」
°
一
四
三
～
一
四
四
頁

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
（
古
事
記
篇
）
』
二
四
六
頁

こ
れ
を
独
立
歌
謡
と
認
定
し
な
い
立
場
を
と
る
土
橋
寛
氏
も
く
こ
の
歌
の
背
後
に
国
讃
め
的
性
格
の
宮
讃
め
歌
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
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（
6
）

A11
）

　　　 　　　 　　　tA
109　8　7
）　 ）　 ）　 ）

（
1
2
）

14

）

　13

）

（
1
5
）

（
1
6
）

「
見
が
欲
し
」
の
慣
用
句
の
古
い
用
例
で
あ
り
、
万
葉
歌
人
の
宮
廷
讃
歌
の
源
流
を
な
す
も
の
と
い
え
る
〉
（
「
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
（
古
事
記
篇
ご

三
四
七
～
三
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
出
雲
国
風
土
記
に
、
国
内
を
巡
行
す
る
神
、
布
都
努
志
命
が
山
国
郷
に
来
て
〈
是
の
土
は
、
止
ま
な
く
に
見
ま
く
欲
し
〉
と
述
べ
た
と
い

う
記
事
が
あ
る
（
意
宇
郡
山
国
郷
）
。

注
（
1
）
の
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ー
ー
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

「
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
」
二
六
五
～
二
九
四
頁
に
詳
し
い
。

注
（
1
）
の
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ー
ー
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」

い
わ
ゆ
る
ク
語
法
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
現
代
の
諸
注
釈
に
お
け
る
語
釈
・
口
語
訳
も
ほ
ぼ
そ
の
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
る
。

注
（
1
）
の
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
1
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
お
よ
び
同
じ
く
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察

－
中
古
・
中
世
に
お
け
る
変
容
1
」
（
「
淑
徳
国
文
一
第
三
〇
号
、
平
1
・
3
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
四
項
目
に
対
象
を
類
別
し
た
上
で
検
討

を
加
え
た
。

当
該
歌
の
題
詞
に
は
〈
巫
部
麻
蘇
娘
子
の
歌
二
首
〉
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
大
伴
家
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
。
し

か
し
当
該
歌
の
所
属
す
る
巻
四
は
大
伴
坂
上
郎
女
・
家
持
を
中
心
と
す
る
大
伴
一
族
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
人
物
の
作
歌
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
歌
の
直
前
七
〇
〇
ー
七
〇
二
番
歌
は
大
伴
家
持
と
河
内
百
枝
娘
子
と
の
贈
答
、
直
後
七
〇
五
・
七
〇
六
番
歌
は
同
じ
く
家
持
と
童
女

と
の
贈
答
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
七
〇
七
・
七
〇
八
番
歌
は
粟
田
女
娘
女
の
家
持
に
贈
る
相
聞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
当
該
歌
も
巫
部
麻
蘇

娘
子
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
家
持
が
記
録
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

「
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
　
上
一
一
九
二
ー
一
九
三
頁

こ
う
し
た
和
歌
表
現
の
様
式
や
構
造
に
関
す
る
問
題
は
、
土
橋
寛
・
鈴
木
日
出
男
・
古
橋
信
孝
氏
等
の
論
考
に
詳
し
い
が
、
私
は
特
に
歌
の
共
同

性
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
歌
語
の
問
題
を
、
現
在
、
連
載
中
の
拙
稿
「
歌
に
お
け
る
他
者
」
の
次
稿
に
お
い
て
論
じ
る
予
定
で
い
る
。
な
お
、

「
歌
に
お
け
る
他
者
」
（
1
）
～
（
3
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
中
京
短
歌
」
第
一
号
（
昭
6
1
・
7
）
、
同
第
二
号
（
昭
6
2
・
4
）
、
同
第
三
号
（
平
1
．

4
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

〈
見
ま
く
欲
る
〉
は
〈
見
ま
く
欲
し
さ
〉
を
も
含
め
て
、
古
今
・
後
撰
・
拾
遺
（
拾
遺
お
よ
び
拾
遺
抄
）
・
新
古
今
．
続
後
撰
．
玉
葉
．
続
後
撰
．

続
後
拾
遺
・
風
雅
の
九
勅
撰
和
歌
集
に
二
〇
首
二
〇
例
（
万
葉
集
の
再
録
は
四
首
）
が
数
え
ら
れ
る
。

〈
見
が
欲
し
〉
は
勅
撰
和
歌
集
に
は
全
く
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
時
代
も
ず
っ
と
下
っ
て
、
江
戸
古
学
派
の
合
同
歌
集
「
八
十
浦
之
玉
」

17
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1817（
1
9
）

（
文
政
二
年
か
ら
天
保
七
年
に
か
け
て
中
・
上
・
下
の
順
で
刊
行
）
に
八
首
八
例
が
突
発
的
に
現
れ
る
。

注
（
1
）
の
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ー
ー
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

拙
稿
「
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
考
」
（
「
文
藝
と
批
評
」
第
四
巻
第
九
号
、
昭
5
3
・
1
）
。
な
お
、
本
稿
は
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
2
「
万
葉
集
　
人

麻
呂
と
人
麻
呂
歌
集
」
（
平
1
・
1
0
、
有
精
堂
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

注
（
1
1
）
の
拙
稿
「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ー
中
古
・
中
世
和
歌
に
お
け
る
変
容
ー
」
。
た
だ
し
、
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
植
物
を
は
じ
め

と
し
た
自
然
に
関
す
る
用
例
に
は
、
万
葉
以
来
ほ
と
ん
ど
観
照
的
な
も
の
や
描
写
的
な
も
の
が
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉

に
関
す
る
前
掲
二
本
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
記
紀
歌
謡
．
風
土
記
．
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従
っ
た
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
し
ま
だ
し
ゅ
う
ぞ
う
・
助
教
授
）
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