
藤
原
俊
成
に
お
け
る
下
旬

八
の
)
の
連
接
型
表
現
の
意
味

-

｢伏
見
の
里
の
有
明
の
空
｣
な
ど
-

(序
)

白巾<領r

仁

『新
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
た
約
二
千
首
の
歌
か
ら
'
そ
の
も

っ
と
も
新
古
今

的
と
看
倣
し
う
る
特
色
を
拾
い
出
せ
ば
､
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ま
ず
詠
歌
技
法
と
し
て
初
句
切
れ
､
三
句
切
れ
､
体
言
止

め
の
､
自
然
な
叙
述
を
切
断
し
た
り
中
止
し
た
り
し
て
言
外
の
余
情
表
出
を
狙

っ

た
も
の
｡
ま
た
､
『古
今
集
』
を
筆
頭
と
す
る
三
代
集
や

『伊
勢
物
語
』
『源
氏
物

語
』
な
ど
の
古
典
を
憧
博
し
､
そ
の
詞
や
場
面
を
自
歌
に
取
り
込
む
本
歌
取

･
本

説
取
と
い
う
技
法
｡
新
古
今
的
詠
風
と
は
'
そ
れ
ら
の
詠
歌
技
法
を
発
条
に
日
常

的
現
実
感
の
浸
入
を
厳
し
-
排
除
し
た
も
の
で
､
言
語
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き

な
い

″虚
″
の
詩
的
世
界
を
構
築
し
て
い
る
｡

こ
-
い
う
詠
法
と
詠
風
は
'
主
に
建
久
年
間
に
寂
蓮
'
良
経
､
定
家
ら
の
い
わ

ゆ
る
新
風
歌
人
に
よ
っ
て
実
験
が
重
ね
ら
れ
､
急
速
に
進
展
し
て
い
っ
た
｡
そ
し

て
正
治
期
に
至
り
後
鳥
羽
院
と
出
会
-
こ
と
に
よ

っ
て
さ
ら
に
深
化
し
普
遍
化

し
､
『新
古
今
集
』
に
数
多
-
選
出
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

右
の
事
情
は
'
ど
の
よ
う
な
解
説
書
で
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
の
新

古
今
的
泳
法
と
詠
風
が
突
如
と
し
て
出
来
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
言
う
ま
で
も
な

-
そ
の
前
に
は

『千
載
集
』
が
あ
り
俊
成
が
あ
り
､
そ
の
準
備
段
階
で
す
で
に
形

成
さ
れ
た
泳
法

∴
詠
風
を
継
承

･
発
展
し
て
は
じ
め
て
新
古
今
的
な
る
も
の
が
あ

ら
わ
れ
る
｡
本
稿
は
そ
う
し
た
和
歌
の
表
現
史
を
踏
ま
え
て
､
次
の
世
代
に
大
き

な
遺
産
を
残
し
た
俊
成
の
詠
法

･
詠
風
を
問
題
に
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
四
つ
の
詠

歌
技
法
の
う
ち
三
句
切
れ
と
体
言
止
め
と
に
考
察
の
的
を
絞
り
'
そ
の
発
展
史
を

追
い
つ
つ
そ
の
詩
的
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
｡

し
か
し
､
三
句
切
れ
の
み
な
ら
ず
句
切
れ
や
体
言
止
め
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
解

二
､

決
済
み
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
今
さ
ら
考
察
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ

で
従
来
の
観
点
を
少
し
変
え
､
助
詞

八
の
)
を
多
用
し
て
名
詞
を
連
接
し
､
最
後

を
体
言

(名
詞
)
止
め
に
終
わ
し
て
下
旬
を
つ
-
る
と
い
う
技
法
に
着
目
し
て
考

察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
｡
表
題
の

｢
伏
見
の
里
の
有
明
の
空
｣
や
後
述
の

｢
浦

(二)

の
と
ま
や
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
｣
の
ご
と
き
下
旬
に
見
ら
れ
る
技
法
で
あ
る
｡
こ
の

修
辞
法
は
'
上
旬
に
対
し
て
下
旬
を
独
立
さ
せ
離
反
さ
せ
る
の
で
､
い
き
お
い
三

句
切
れ
を
要
請
す
る
｡
重
要
な
の
は
､
後
述
す
る
が
こ
う
し
た
技
法
は
『千
載
集
』

か
ら
目
立
ち
始
め
､
次
の
『新
古
今
集
』
に
至
っ
て
最
大
数
を
示
す
こ
と
で
あ
る
｡

歌
人
で
は
西
行
､
武
子
､
俊
成
あ
た
り
か
ら
目
立
ち
始
め
'
新
古
今
的
詠
風
を
切

り
開
い
た
寂
蓮
へ
良
経
'
定
家
等
に
多
数
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､

助
詞

八
の
)
連
接
に
よ
る
下
旬
形
成
の
修
辞
法
は
､
ま
ず
俊
成
に
よ
っ
て
い
か
な

る
詩
的
理
由
が
あ

っ
て
発
明
さ
れ
た
の
か
'
そ
し
て
そ
の
詩
的
機
能
は
い
か
な
る

特
質
を
含
ん
で
い
る
の
か
t
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
次
の
『新
古
今
集
』

の
撰
者
た
ち
は
､
何
故
に
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
集
に
比
し
こ
の
修
辞
法
を
も

っ
た
歌

15
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を
数
多
-
選
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
結
論
を
急
が
ず
に
具
体
例

を
あ
げ
な
が
ら
ゆ
っ
-
り
考
え
て
ゆ
-
こ
と
に
し
よ
う
｡

(注
)

今
回
は
､
如
上
の
問
題
を

『千
載
集
』
が
成
立
し
た
文
治
三
･E
]年
ご
ろ
ま
で

に
限
り
､
し
か
も
そ
こ
に
選
出
さ
れ
た
､
歌
聖
を
同
じ
-
す
る
俊
頼
と
俊
成
の
歌

を
考
察
の
中
心
課
寮
と
す
る
.
そ
れ
以
後
の
歌
や
'
歌
論
･歌
合
判
詞
と
の
か
か

わ
り
の
問
題
､
と
り
わ
け
へ
の
)連
接
型
下
旬
が
十
全
に
表
現
機
能
を
発
揮
し
た

と
き
に
詠
者
と
し
て
の
作
者
主
体
が
表
現
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
重

要
な
問
題
に
つ
い
て
は
､
続
稿
を
予
定
し
て
い
る
の
で
そ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と

に
し
た
い
｡
本
稿
は
そ
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
提
示
し
､解
説
し
て
お
-
に
と
ど

め
る
｡

〓

助
詞

八
の
)
に
よ
る
名
詞
連
接
で
上
旬
に
対
し
て
独
立
し
た
下
旬
を
形
成
す
る

修
辞
法
は
'
新
古
今
的
世
界
を
ど
の
よ
う
に
具
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の

表
現
機
能
の
徹
底
し
た
有
様
は
'
こ
の
歌
集
の
代
表
歌
人
た
る
定
家
の
次
の
三
首

を
見
れ
ば
た
だ
ち
に
納
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡

1
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り

浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
ぐ
れ

(秋
上

二
二
六
三
)

2
駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し

佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

(冬

･
六
七

一
)

3
年
も
経
ぬ

い
の
る
ち
ぎ
り
は
は
つ
せ
山

を
の
へ
の
鐘
の
よ
そ
の
ゆ
ふ

ぐ
れ

(恋
二

･
二

四
二
)

こ
れ
ら
が
長
い
享
受
史
の
な
か
で

『新
古
今
集
』
第

T
の
名
歌
と
し
て
高
-
評

価
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
､
幾
多
の
注
釈
書
を
通
覧
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
'
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
い
ま
は
述
べ
な
い
｡
そ
の
名
歌
は
い
ず
れ
も
下
旬
が
場
所
(地
名
)

と
時
間
的
情
況
を
示
す
名
詞
を
積
み
重
ね
た
単
純
な
構
成
を
と
り
'
こ
の
技
法
に

よ
り
下
旬
は
上
旬
の
叙
述
性
の
つ
よ
い
表
現
と
全
-
異
質
な
表
現
形
態
に
な

っ
て

い
る
｡
た
と
え
ば
'
｢
駒
と
め
て
-
-
か
げ
も
な
し
｣
と
い
う
行
為

･
発
見
･
結
果

を
含
ん
だ
上
旬
の
叙
述
的
経
緯
を
下
旬
は
あ
た
か
も
破
壊
す
る
か
の
よ
う
に
'
｢佐

野
の
わ
た
り
の
雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
｣
と
四
つ
の
名
詞
を

八
の
)
で
連
接
し
た
風
景
描

写
で
独
立
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
上

･
下
旬
の
異
質
な
か
か
わ
り
'

断
切
を
と
お
し
て
流
れ
て
ゆ
-
構
成
法
は
'
1
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
た
だ

3
は
そ
れ
ら
と
や
や
異
な

っ
て
い
る
｡
三
句
の

｢
初
瀬
山
｣
は
祈
り
が

｢
果
つ
｣

の
意
を
か
け
'
そ
の
地
名
を
さ
ら
に
絞

っ
て
四
句
の

｢
尾
上
｣

へ
と
自
然
に
つ
づ

い
て
ゆ
き
'
明
確
な
三
句
切
れ
と
は
い
え
な
い
｡
し
か
し
'
当
時
の
披
講
様
式
が

初
句
と
三
句
と
で
二
度
切

っ
て
速
度
を
変
え
な
が
ら
朗
詠
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ら

し
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
嘩

や
は
り
l

･
2
と
同
様
な
構
成
意
識
が
認
め
ら
れ
よ

う
｡
つ
ま
-
､
三
句
ま
で
が
祈

っ
た
当
人
の
行
為
と
結
果
で
あ
り
'
そ
こ
で
大
き

-
変
わ
り
､
四
句
以
降
が
祈
ら
れ
た
人
物
の
現
在
な
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､

1

･
2
と
同
様
に
3
も
内
容
的
に
上
旬
と
下
旬
の
相
互
独
立
性
は
生
き
て
い
る
こ

と
に
な
る
｡

上

･
下
旬
が
相
互
に
独
立
す
る
こ
と
､
上
旬
の
叙
述
的
､
や
や
主
情
的

∴
詠
嘆

的
な
主
観
の
表
白
を
成
立
せ
し
め
た
情
況
や
場
を
､
下
旬
が
客
観
的
に
提
示
す
る

と
い
う
構
成
方
法
は
､
述
べ
た
よ
う
に
新
古
今
的
な
詠
法
を
-
っ
き
り
示
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
-
｡
だ
が
'
下
旬
は
上
旬
に
対
し
単
に
異
質
な
形
態
で
独

立
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
え
な
い
｡
三
首
と
も
､
風
景
が
視
野
の
外
に

没
す
る

｢夕
暮
｣
と
い
う
時
間
を
指
示
す
る
名
詞
で
終
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
｡

1
の

｢
な
か
り
け
り
｣
は
'
｢
浦
の
と
ま
や
｣
の
風
景
が
ま
さ
に
い
ま
視
野
か
ら

闇
の
訪
れ
に
よ
っ
て
喪
失
し
て
ゆ
-
き
わ
ど
い

｢夕
暮
｣
の
瞬
間
と
深
-
結
び
つ

い
て
い
る
｡
2
の

｢
か
げ
も
な
し
｣
も
3
の

｢初

(呆
つ
)
瀬
山
｣
も
､
存
在
し

(16
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た
も
の
(風
景
)'
存
在
し
え
た
か
も
し
れ
ぬ
も
の
(
つ
ま
-
､
祈
り
の
実
現
'
そ

の
可
能
性
)
が
喪
失
し
て
い
っ
た
そ
の
意
味
合
い
に
お
い
て
､
1
と
同
様
に

｢
夕

暮
｣
の
イ
メ
ー
ジ
と
切
り
結
ば
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば

｢
見
わ
た
｣
す
と
は
､
眼

に
見
え
る
風
景
で
は
な
-
､
何
も
か
も
夕
闇
に
没
す
る
移
ろ
う
瞬
間
に
お
い
て
光

と
闇
が
交
錯
す
る
ゆ
え
に
深
-
実
感
さ
れ
て
-
る
観
念
の
世
界
を
こ
そ
見
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
2
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
｡
｢
駒
と
め
て

袖
う
ち
払
ふ
か
げ
｣
は

｢
な
し
｣
と
い
っ
て
､
｢
-
-
雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
｣
と
置
か
れ

て
い
る
か
ら
に
は
'
歌
の
印
象
と
し
て
い
か
に
視
覚
的
に
明
瞭
な
絵
画
的
場
面
が

(四
)

想
起
さ
れ
る
と
し
て
も

(
た
と
え
ば

『詞
林
拾
葉
』
な
ど
の
解
)､
実
は
そ
-
し
た

絵
画
的
風
景
自
体
が
｢
夕
暮
｣
の
闇
に
沈
ん
で
見
え
な
-
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
､

よ
り
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
風
景
が
視
界
か
ら
消
え
て
ゆ
-
か
ら
こ
そ
､

上
旬
の

｢
-
-
う
ち
払
ふ
か
げ
｣
の
視
覚
的
印
象
は
逆
に
強
ま
る
の
で
あ
り
､
そ

れ
は
も
は
や
ヴ
ィ
ジ
ブ
ル
な
次
元
を
超
え
た
観
念
の
風
景
と
し
て
印
象
あ
ざ
や
か

な
の
だ
と
い
-
べ
き
で
あ
る
｡
3
も
上

･
下
旬
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
先
に
述
べ

た
ご
と
-
だ
が
'
内
部
で
は
つ
う
じ
合

っ
て
い
る
｡
下
旬
は
祈
ら
れ
た
人
物
の
現

在
を

｢
よ
そ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
｣
で
表
現
し
な
が
ら
､
同
時
に
祈

っ
た
当
人
の
愛
の
顔

望
が
空
し
-
果
て
た
こ
と
を
も
表
現
し
て
い
る
｡
祈
っ
た
当
人
は
い
ま

｢
夕
暮
｣

の
な
か
で
長
い
時
間
を
か
け
た
は
ず
の
祈
り
の
空
し
さ
を
か
み
し
め
る
｡
上
旬
か

ら
の
内
容
上
の
流
れ
を
受
け
た
下
旬
の

｢夕
暮
｣
は

一
日
の
終
わ
り
に
み
ず
か
ら

の
愛
の
喪
失
を
重
複
さ
せ
て
表
現
効
果
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で

こ
の
歌
の
.上
旬
と
下
旬
は
自
然
に
つ
-
じ
合

っ
て
い
る
｡

こ
-
し
て
見
れ
ば
､
助
詞

八
の
)
連
接
に
よ
る
下
旬
は
'
形
態
的
に
も
内
容
的

に
も
上
旬
と
厳
し
-
切
れ
る
三
句
切
れ
を
要
請
し
な
が
ら
､
そ
の
内
部
で
深
-
結

び
あ
う
技
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
そ
の
技
法
の
表
現
効
果
を
高
め
る

工
夫
が
結
果
の

｢夕
暮
｣
止
め
で
な
さ
れ
て
い
た
｡
む
し
ろ
､
そ
う
す
る
こ
と
､

す
な
わ
ち
上
旬
と
下
旬
を
切
り
つ
つ
繋
ぐ
こ
と
が
'
こ
の
技
法
の
本
来
的
な
あ
り

か
た
で
あ

っ
た
t
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
､従
来
の
よ
う
に
こ
う
し
た
定
家
の
歌
な
ど
に
見
ら
れ
る
詠
法
を
､

初
句
切
れ
､
三
句
切
れ
､
体
言
止
め
と
し
て
個
別
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
く

下
旬
の
全
形
態
に
着
目
し
て
勅
撰
集
の
歴
史
で
そ
の
表
現
史
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
い
っ
そ
う
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡

三

そ
れ
で
は
､
定
家
の
歌
の
ご
と
き
構
成
法
を
と
る
歌
は
､
勅
撰
集
の
歴
史
に
お

い
て
い
つ
ご
ろ
か
ら
'
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
類
以
の

構
成
法
を
も
つ
歌
も
含
め
て
示
し
た
の
が
､
次
の
表
Ⅰ
で
あ
る
｡

最
初
に
表
中
の
形
式
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
-
0
(
4
4
5
)
と
は
｢
浦

の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
｣
の
よ
う
に
､
助
詞

八
の
)
が
四
句
に
二
つ
､
五
句
に

一

つ
あ
る
場
合
で
､
以
下
そ
の
要
領
で
少
し
例
歌
を
示
す
と
､

i

(
4
5
5
)
～

や
は
ら
ぐ
る
光
に
あ
ま
る
影
な
れ
や
五
十
鈴
河
原
の
秋
の
夜

1

の
月

(『新
古
今
集
』
神
祇

二

八
八
〇

慈
円
)

l

｡
(な
い)
｡

(
3
4
4
5
)
-

立
ち
よ
れ
ば
涼
し
か
り
け
-
水
鳥
の
音
羽
の
山
の
ま
つ
の

ゆ
ふ
か
ぜ

(同

賀

･
七
五
五

光
範
)

(
1
2
2
)
-

夏
引
の
手
び
さ
の
練
の
年

へ
て
も
絶
え
ぬ
お
も
ひ
に
む
す
ぼ

ほ
れ
つ
つ

(同

恋
二

二

四
〇

越
前
)

の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
｡
調
査
に
用
い
た
テ
キ
ス
-
は
､
『古
今
集
』
以
下

『金
葉

集
』
が
『八
代
集
仝
註
』
(山
岸
徳
平
編

有
精
堂
)､
以
下
､
『詞
華
和
歌
集
』
(井

上
宗
雄
･
片
野
達
郎
校
注

笠
間
書
院
)､
『千
載
和
歌
集
』
(久
保
田
淳

･
松
野
陽

一
校
注

笠
間
書
院
)'
『新
訂
新
古
今
和
歌
集
』
(佐
佐
木
信
綱
校
訂

岩
波
文

庫
)､
『新
勅
撰
集
総
索
引
』
(滝
沢
貞
夫
編

明
治
書
院
)
の
｢
本
文
｣､
で
あ
る
｡

こ
の
表
で
気
付
-
こ
と
が
二
つ
あ
る
｡
下
旬
の

(
4
4
5
)
(
4
5
5
)
形
式
､

な
い
し
上
旬
か
ら
下
旬
に
つ
づ
-
(
3
4
4
5
)
(
3
3
4
4
5
)
へ
3
4
4
5
5
)

形
式
は
､
『金
菓
集
』
で

一
旦
増
え
て
は
い
る
が

『千
載
集
』
以
後
に
急
激
に
多
-
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上 /u] 上 L-十下/H] ド句

2 2 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4
2 2 2 1 1 4 4 3 3 5 4 4
3 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 4

2 5 4

1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3 四辛

0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 忠

0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 維

1 1 3 1 2 1 2 2 4 1 1 3 垂

上 旬 上 -下Jhj 下旬

2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 4

3 2 2 2 2 1 1 4 3 3 453 3 2 2 2 2 2 ~4 4 4
3 2 4

0 0 0 0 0 1 1 2 0 0】o望

0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 恋

0 3 1 0 4 0 0 5 1 0 1 雑

0 3 1 1 7 1 3 7 1 2 1 計

L句 _ト子訂
2 2 1 1 3 3
2 2 2 1 4 4

3 2 2 2 4 4〇

1 1 3 1 l l

0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1

2 1 5 1 1 2

誰
春
-

等
は
す
へ

て姓
と
す

る

上旬 上→ T,一句 下 旬

1 1 1 3 3 4

2 1 1 4 3 4〇
2 2_22 4 4

2 2 3 4 3 1 四辛

0 1 34 0 1 1 20 1 0恋推0

6 3 7 5 6 1 垂

上旬 上-下旬 下 句

2 2 1 1 1 2 3 3 4

2 2 2 2 1 3 4 3 4〇3 2 2 2 2 3 4 4
2 4

0 1 0 3 1 0 4 1 2 四辛

1 0 0 0 1 1 0 1 0 ′ホ

0 0 1 1 3 0 4 1 0推

1 1 1 4 5 1 8 3 2 垂

上二句 上-下も) 下旬 ⊇～

l l 3 3 3 4CIJ
2 1 4 3 3
2 2 4 4 4

2 4E ｡

2 1 1 2 0 0l 凹手

0 0 0 0 1 0 忠

1 0 1 1 0 1 推

】3 1 2 3 1 1 垂

上旬 上-下旬 下 旬

2 2 1 1 1 1 3 3 3 4 4
3 2 2 2 1 1 4 4 3 5 4
3 3 2 2 2 2 4 4 4 5 5

3 2 5

1 3 2 6 1 3 6 3 1 0 15 匹l季

0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 6 悲

1 0 0 5 0 2 1 0 0 2 16 雑

2 5 2 122 6 7 3 1 237 垂

ヒ句 E上 -下 句 ｢句

2 2 2 1 1 1 3 3 3 1 4
3 2 2 2 2 1 4 4 3 4 4

3 3 2 2 2 2】 2 4 4 45 5 4l～

0 0 0 1 4 1 ∵ 1 日 6 1 匹】苧

0 0 1 0 3 0 0 0 () 3 0 忠

1 2 0 0 1 0 い 1 1 3 0 雑

1 2 1 1 8 1 2 2 1 12 1 垂

十 ∴∵ 上 -下句 卜'uj

2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4

2 2 2 2 1 1 4 4 4 3 5 4 4〇 〇 〇5
3 3 2 2 2 2.4 4 4 4
3 2 2 5 5

3 5

0 2 0 5 0 0 0 7 1 1 0 2 12 四辛

2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 忠

1 2 1 6 1 2 1 1 0 1 0 0 5 雑

3 4 114 1 3 1 8 1 3 1 2 18 垂
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な
る
.
す
な
わ
ち
､
『千
載
集
』
以
下
『新
勅
撰
集
』
ま
で
の
合
計
八

一
首
に
対
し
'

『古
今
集
』
以
下

『詞
華
集
』
ま
で
の
合
計
は
わ
ず
か

一
七
首
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
｡

一
方
､
上
旬
の
(
1
2
2
)
(
2
2
3
)
形
式
や
上
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て

の

(
3
4
4
)
形
式
な
ど
は
'
全
勅
撰
集
を
つ
う
じ
て
少
し
ず
つ
減
少
な
い
し
増

加
す
る
傾
向
に
あ
る
が
､
そ
の
増
減
の
変
化
は
顕
著
な
も
の
と
は
い
え
な
い
｡
こ

れ
ら
は
ど
の
勅
撰
集
に
も
多
-
見
ら
れ
る
普
通
の
詠
歌
形
式
な
の
で
あ
る
｡

勅撰集 古 徳 拾 後 金 詞 千 節 節 増形式 今 漢 遺 拾 莱 華 戟 古 勅 滅

下旬 4 4 5 1 1 1 2 4 0 12 37 19 ノ

4 5 5 1 000 1 1 02 1 -

上旬-下旬 3 3 4 4 6 2 3 01 1 1 3 ＼＼

3 4 4 2 5 7 8 2 2 2 3 1 ＼＼

3 4 4 5 1 0001 02 7 8 /

上旬 1 12 2 7 3 5 1 01 6 3

1 2 2 3 6 7 4 5 3 8 12 14 +I

/ 増加の著 しいもの｡

ノ 大体,増加 しているもの｡

- 増減 しないもの｡

＼ 減少 しているもの｡

右
の
二
つ
の
傾
向
に
分
か
れ
る
形
式
の
増
減
に
つ
い
て
､
さ
ら
に
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
表
Ⅰ
か
ら
該
当
形
式
を
抜
き
書
き
直
し
た
の
が
表
H
で
あ
る
｡

こ
の
表
を
見
れ
ば
､
考
察
対
象
の
下
旬
独
立
の
形
式
と
思
わ
れ
る

八
の
)
連
接

法
は
'
『千
載
集
』
以
後
に
そ
れ
と
は
別
の
傾
向
を
示
す

一
般
的
･普
遍
的
な
詠
敬

形
式
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
急
激
に
増
加
し
､
独
自
の
位
置
を
占
め
て
い
っ
た
､

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
先
に
定
家
の
歌
で
見
た

『新
古
今
集
』
の
例
の
形
式

･
形
態
､
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
表
現
世
罪

を
考
え
る
場
合
､
『千
載
集
』
に
あ
る
該
当
形
式
の
歌
か
ら
比
較
･検
討
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
ま
か
な
検
討
は
省
-
が
表
Ⅰ
･
H
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
傾
向
に

つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
何
故
に
該
当
形
式
の
歌
が
あ
る
時

期
か
ら
急
に
増
え
た
の
で
あ
ろ
-
か
｡
結
論
め
い
た
こ
と
を
言
っ
て
お
-
と
､
下

旬
が
上
旬
に
対
し
独
立
し
て
-
る
傾
向
の
背
後
に
は
'
上
旬

八
の
)
連
接
に
よ
る

一

普
遍
的

二

殻
的
な
詠
歌
形
式
が
俊
成
を
始
め

『千
載
集
』
前
後
の
歌
人
た
ち
に

加

は
､
お
の
れ
の
心
情
を
託
す
る
に
は
不
十
分
な
詠
歌
形
式
と
し
て
意
識
さ
れ
出
し

P

た
の
で
は
な
い
か
｡
よ
-
見
る
と
そ
の
上
旬

八
の
)
連
接
形
式
と
は
'
枕
詞

･
序

詞
的
発
想
な
ど
に
基
づ
-
修
辞
法
を
上
旬
に
置
-
､
『万
葉
集
』
な
ど
に
よ
-
あ
る

い
わ
ば

｢
寄
物
陳
思
｣
に
以
た
古
い
形
式
の
歌
型
で
あ
る
｡
た
と
え
ば

4
み
ち
の
べ
の
壱
師
の
花
の
い
ち
し
る
-
人
皆
知
り
ぬ
我
が
恋
妻
に

(
『古

来
風
体
抄
』
『万
葉
集
』
巻
十

1
二

一四
八
〇
)

5
秋
の
田
の
仮
庵
の
庵
の
苫
を
荒
み
わ
が
衣
手
は
露
に
濡
れ
つ
つ

(
『古
来

風
体
抄
』
『万
葉
集
』
巻
十

･
二

一
七
四
､
『後
撰
集
』
秋
中

･
三
〇
二
)

6
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
-
ぞ
悲
し
き

(
『古

来
風
体
抄
』
『拾
遺
集
』
哀
傷

二

三
二
九
)

こ
れ
ら
は

『古
来
風
体
抄
』
に
選
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
俊
戊
が
秀
歌
と
認
め
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て
い
た
も
の
と

一
応
'
考
え
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
も
拝
情
の
原
因

･
契
機
を
上
旬
に

置
き
､
そ
れ
に
誘
発
さ
れ
た
心
情
を
下
旬
で
述
べ
る
と
い
う
法
式
で
あ
る
｡
そ
れ

は
公
任
が

『新
撰
髄
脳
』
で
､
｢
心
姿
-
-
と
も
に
得
ず
な
-
な
ば
'
古
の
人
多
-

本
に
歌
枕
を
お
き
て
未
に
思
ふ
心
を
あ
ら
は
す
｣
と
い
っ
て
勧
め
た
詠
み
方
と

一

脈
つ
う
ず
る
｡
4
は
歌
枕
を
入
れ
た
連
辞
を
序
詞
に
し
て

｢
い
ち
し
る
-
｣
を
引

き
出
し
へ
5

･
6
は
歌
枕
で
は
な
い
け
れ
ど
'
景
物

･
場
所
を
先
に
提
示
し
そ
れ

に
導
か
れ
て
下
旬
で
心
情
を
表
出
す
る
｡
こ
の
形
式
は
､
そ
-
し
た
拝
情
文
芸
と

し
て
の
和
歌
を
整
っ
た
姿
に
ま
と
め
あ
げ
る
方
法
で
も
あ
る
｡
公
任
は
先
の
文
に

つ
づ
け
て
､
｢
さ
る
を
な
む
中
比
よ
-
は
さ
し
も
あ
ら
ね
ど
､
は
じ
め
に
思
ふ
こ
と

を
言
ひ
あ
ら
は
し
た
る
は
な
ほ
わ
ろ
き
こ
と
に
な
む
す
る
｣
と
述
べ
て
い
る
よ
-

に
'
こ
の
形
式
は

『万
葉
集
』
な
ど
の
古
歌
に
多
-
見
ら
れ

｢中
比
｣
に
は
さ
ほ

ど
多
-
な
-
な
っ
た
歌
型
で
あ
る
｡
そ
れ
で
も
な
お

｢
は
じ
め
に
思
ふ
こ
と
を
言

ひ
あ
ら
は
｣
す
の
は

｢
わ
ろ
｣
L
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
'
上
旬
に
景
物

･
場

所
を
提
示
し
そ
の
後
に

｢
思
ふ
こ
と
｣
を
表
出
す
る
方
法
は
根
強
-
残
存
す
る
こ

と
に
な
っ
た
､
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
『万
葉
集
』
で
は
自
明
の
こ
と
な
の
で
除
き
'

そ
う
し
た
上
旬
の
形
式
を

『古
今
集
』
以
下
の
勅
撰
集
で
調
べ
る
と
､
表
示
の
ご

と
-
減
少
の
傾
向
は
あ
る
け
れ
ど
や
は
り
根
強
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い

｡
八
の
)
連
接
下
旬
独
立
の
形
式
は
､
以
上
述
べ
た
状
況
に
お
い
て
上
旬

八
の
)

連
接
型
の
歌
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ

こ
に

『千
載
集
』
以
後
の
歌
人
た
ち
-

俊
成
や
定
家
な
ど
泳
法
と
詠
姿
に
と
り

わ
け
敏
感
で
あ

っ
た
特
定
の
人
々
-

の

創
意
工
夫
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
｡

四

そ
れ
で
は
､
『千
載
集
』
に
お
け
る
下
旬

八
の
)
連
接
の
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
｡
『新
古
今
集
』
の
そ
れ
と
較
べ
て
､
ど
の
よ
う
な
違
い
が
見
出
せ

る
で
あ
ろ
う
か
｡
該
当
す
る
歌
は

一
二
首
､
数
が
少
な
い
の
で
全
部
あ
げ
て
み
る
｡

7
眺
む
れ
ば
思
ひ
や
る
べ
き
方
ぞ
な
き
春
の
限
り
の
夕
幕
の
空

式
子

(香

下

二

二
四
)

8
な
ど
て
か
-
思
ひ
初
め
け
ん
郭
公
雪
の
御
山
の
法

の
声
か
は

俊
頼

(夏

･
一
九
二
)

9
何
と
な
-
も
の
ぞ
悲
し
き
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮

俊
頼

(秩

上

･
二
五
九
)

10
湊
川
浮
寝
の
床
に
聞
ゆ
な
-
生
田
の
奥
の
さ
を
鹿
の
声

範
兼

(秋
下

･

三

二

)

11
さ
び
し
さ
を
何
に
誓

へ
ん
牡
鹿
鳴
-
深
山
の
里
の
明
方
の
空

広
言

(秩

下

･
三
二
二
)

12
音
に
さ

へ
枚
を
濡
ら
す
時
雨
か
な
槙
の
板
屋
の
夜
半
の
寝
覚
に

定
信

(冬

･
四
〇
二
)

13
動
き
な
-
な
は
万
代
ぞ
頼
む
べ
き
薙
姑
射

の
山
の
峯
の
松
蔭

式
子

(賀

･
六
二
四
)

14
千
代
と
の
み
同
じ
こ
と
を
ぞ
調
ぶ
な
る
長
田
の
山
の
峯
の
松
風

為
政

(賀

二
ハ
三
三
)

15
人
知
れ
ぬ
涙
の
川
の
水
上
や
岩
手
の
山
の
谷
の
し
た
水

顕
昭

(恋

一

六
六
六
)

16
い
づ
-
よ
り
吹
き
来
る
風
の
散
し
け
ん
誰
も
し
の
ぶ
の
森
の
言
の
葉

隆

房

(恋
三

･
八
二
六
)

17
忘
る
な
よ
世
々
の
契
-
を
菅
原
や
伏
見
の
里
の
有
明
の
空

俊
成

(悲

三

･
八
三
八
)

18
さ
ら
に
ま
た
花
ぞ
散
り
敷
-
鷲
の
山
法
の
蓮
の
暮
方
の
空

俊
成

(釈

教

二

二
四
三
)

20
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以
上
の
歌
で
目
立
つ
の
は
､
形
態

･
内
容
の
両
面
に
お
い
て
や
は
り
プ
レ
新
古

今
的
特
質
を
脱
け
出
て
い
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
ず
形
態

面
で
い
-
な
ら
､
二
句
切
れ
が
多
-
8

･
9

･
l
･
18
の
四
首

(
削
%
)
が
そ
れ

に
あ
た
る
｡
こ
れ
を

『新
古
今
集
』
と
比
較
す
る
と
､
該
当
歌
四
〇
首
の
う
ち
二

句
切
れ
は
九
首
(
2-
･
5
%
)'
し
か
も
そ
の
九
首
の
-
ち
三
首
が
初
句
切
れ
を
備
え
て

お
り
､
い
わ
ば
新
古
今
的
な
泳
法
を
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
初
句
切
れ

は
四
〇
首
の
-
ち
九
首

(
2-
･
5
%
)
を
占
め
る
が
'
『千
載
集
』
で
は

〓

一首
中
二
首

(
1-
I
6
%
).
そ
の
1
首
の
10
は
初
句

｢
溝
川
｣
が

｢
浮
寝
の
床
｣
に
か
か
る
枕
詞
的

発
想
の
も
の
で
あ

っ
て
､
11
の
ご
と
き
初

･
二
句
を
倒
置
し
た
'
純
然
た
る
初
句

切
れ
と
は
か
な
り
性
質
が
異
な
る
｡
『新
古
今
集
』
に
較
べ
て
､
下
旬
独
立
の
形
式

(五)

の
歌
の
初
句
切
れ
は
非
常
に
少
な
い

｡

こ
の
よ
う
な
形
態
上
の
差
違
と
と
も
に
､
内
容
的
に
も
プ
レ
新
古
今
的
な
性
質

は
明
ら
か
で
あ
る
｡
10
の

｢聞
ゆ
な
り
｣
の
対
象
は
下
旬
の

｢
さ
を
鹿
の
声
｣
そ

の
も
の
で
あ
り
､
12
は
下
旬
の
末
尾
が

｢寝
覚
に
｣
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
上

･
下

旬
倒
置
と
な
っ
て
'
両
首
と
も
拝
情
の
原
因

･
結
果
た
る
論
理
的
帰
結
は
明
瞭
に

す
ぎ
る
｡
そ
れ
は
14
で
も
変
わ
り
が
な
-
､
ま
た
16
に
し
て
も
下
旬
で

｢
し
の
ぶ

の
森
の
言
の
菓
｣
と
い
う

｢
忍
ぶ
｣
を
か
け
た

1
種
の
慣
用
句
で
論
理
的
明
瞭
性

を
や
や
脱
化
し
て
い
る
け
れ
ど
も
へ
上
旬
の
目
的
語
が
下
旬
に
直
接
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
ろ
う
｡
9
は
全
体
に

八
の
)
が
多
用
さ
れ
'
上

･
下
旬

の
形
式
的
対
応
が
ぼ
や
け
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
先
の
定
家
の
歌
に
は
較

べ
る
に
も
及
ば
な
い
｡

た
だ
'
こ
う
い
う
な
か
で
式
子
の
7
･
13
､
広
言
の
u
t
俊
頼
の
9
と
そ
れ
を

本
歌
と
す
る
俊
成
の
17
な
ど
は
､
そ
れ
な
り
に
斬
新
な
泳
法

･
詠
風
を
も
つ
歌
と

し
て
評
価
で
き
よ
-
0

た
と
え
ば
式
子
の
10
は
､
定
家
の
｢
見
わ
た
せ
ば
｣
(1
)
と
構
造
上
よ
-
類
似

し
て
お
り
､
そ
の
意
味
で
定
家
歌
の
先
殿
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
初
句
の

｢
-
-
ば
｣
'
三
句
の

｢
な
し
｣
で
切
れ
る
技
巧
､
そ
し
て
下
旬
の

八
の
)
連
接
法

に
よ
る
上

･
下
旬
独
立

･
対
応
の
構
造
が
す
こ
ぶ
る
似
通

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の

形
態
上
の
共
通
点
に
加
え
て
'
さ
ら
に
重
要
な
の
は
､
両
者
に
同
様
の
内
的
構
造

が
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
-
り
か
え
す
が
､
｢
見
わ
た
せ
ば
｣
の
歌
の

(
見
る
)

と
い
う
行
為
は
'
静
止
的
に
存
在
す
る
あ
る

〓
疋
の
視
覚
対
象
に
視
線
を
注
ぎ
つ

づ
け
る
と
い
っ
た
持
続
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
三
句
の
｢
な
か
り
け
り
｣

と
い
う
否
定
辞
と
'
結
句
の

｢
夕
暮
｣
と
い
う
視
覚
か
ら
風
景
が
消
滅
す
る
時
間

の
提
示
と
に
よ
っ
て
､
(
見
る
)
行
為
の
持
続
性
が
下
旬
に
進
む
に
つ
れ
て
段
階
的

に
壊
れ
て
ゆ
-
｡
(
見
る
)
こ
と
の
可
能
性
が
消
え
た
と
き
､
逆
に
非
可
視
の
観
念

風
景
が
現
出
す
る
と
い
う
の
が
､
定
家
の
歌
の
内
的
構
造
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
と
同

じ
ょ
う
に
'
式
子
の
歌
で
も

｢思
ひ
や
る
べ
き
方
ぞ
･な
き
｣
と
い
う
の
だ
か
ら
'

｢
思
ひ
や
る
｣
そ
の
心
情

･
行
為
は
'
下
旬
の

｢春
の
限
り
の
夕
暮
の
空
｣
と
い

う
視
覚
に
保
証
さ
れ
た
風
景
に
向
か
っ
て
い
つ
ま
で
も
存
在
し
持
続
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
風
景
が

｢夕
暮
｣
の
進
み
具
合
と
と
も
に
消
え
て
ゆ
-
な
か
で
'

同
時
に

｢
思
ひ
や
る
べ
き
方
｣
の

(
な
さ
)
が
内
面
深
-
確
認
さ
れ
て
ゆ
-
の
で

あ
る
｡
つ
ま
り
､
春
の
終
わ
り
の
風
景
を

(
見
る
)
視
線
が
闇
の
訪
乗
に
無
意
味

化
さ
れ
､
つ
い
で

(思
う
)
心
理

(～-
思
ひ
や
る
)
へ
と
移
行
し
､
さ
ら
に
そ
れ

も
な
-
な
り
(
-
方
も
な
し
)､
つ
い
に
無
意
味
化
さ
れ
て
ゆ
-
｡
こ
う
し
て
'
作

者
ひ
と
り
の
実
感
を
離
れ
て
､
古
来
'
歌
い
つ
が
れ
す
で
に
伝
統
的
に
様
式
化
さ

れ
た
と
こ
ろ
の
美
の
範
噂
た
る
｢惜
春
｣
の
情
調
を
お
の
ず
と
現
出
す
る
に
至
る
0

し
た
が
っ
て
､
｢春
の
限
り
の
夕
暮
の
空
｣
は
､

一
見
､
作
者
が
対
峠
し
見
て
い
る

風
景
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
'
そ
れ
は
単
な
る
ヴ
ィ
ジ
ブ
ル
な
対
象
と
し
て
存
在

し
っ
づ
け
る
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
下
旬
に
至
っ
て
､
上
旬
か
ら
述
べ
ら
れ
て
き

た
行
為
や
心
理
が
持
続
不
可
能
と
な
る
､
そ
の
裏
返
さ
れ
無
意
味
化
さ
れ
て
ゆ
く

(六
)

気
分
を
あ
ら
わ
し
始
め

る

｡
そ
し
て
'
八
の
)
を
リ
ズ
-
カ
ル
に
-
り
か
え
す
音
楽

的
語
調
の
な
か
で
作
者
は
､
自
分
の
実
感
を
触
れ
て
伝
統
的

｢
惜
春
｣
の
情
調

へ

と
参
入
す
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
式
子
の
歌
は
'
定
家
の
歌
の
先
殿
と
い
う
べ
き
資
格
を
も
っ
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
の
7
は
､

一
時
代
前
の
範
兼
の
10
や
定
信
6
､
さ

ら
に
前
の
平
安
中
期
の
歌
人
で
あ

っ
た
為
政
の
14
と
､
形
態
的
に
共
通
す
る
性
格

を
も
も
っ
て
い
る
｡
彼
ら
の
歌
は
主
語
､
述
語
､
目
的
語
が
明
瞭
な
関
係
で
結
ば

れ
て
お
り
､
拝
情
の
原
因
と
結
果
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
｡
式
子
の
歌
も

一
応
'

上

･
下
旬
を
例
置
し
た
形
で
あ
り
､
そ
れ
を
元
に
返
せ
ば
述
語
と
目
的
語
が
自
然

な
関
係
を
取
り
戻
し
'
論
理
的
帰
結
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
だ
が

し
か
し
､
そ
の
よ
う
に
語
の
順
序
を
変
え
て
読
む
こ
と
は
､
こ
の
歌
の
正
し
い
分

析
に
は
な
ら
な
い
｡
前
述
の
ご
と
-
下
旬
の
表
現
に
着
目
し
て

一
首
の
内
的
構
造

を
分
析
す
れ
ば
そ
れ
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
｡
定
家
の

｢
見
わ
た
せ
ば
｣
の
歌
を

上

･
下
旬
を
逆
に
し
て

(
読
む
)
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
に
､
式
子
の
歌
も
そ
の
形

を
変
え
て

(読
む
)
こ
と
は
で
き
な
い
｡
内
的
構
造
に
お
い
て
も
そ
う
だ
が
'
武

子
の
全
作
品
に
お
い
て

｢
挑
む
｣
と
い
う
詞
は
非
常
に
複
雑
で
深
い
精
神
的
意
味

が
込
め
ら
れ
た
用
語
で
あ
っ
tLJ
)･
｢
挑
む
｣
は
,
単
純
に
歌
の
な
か
の
〓
疋
の
語
な

い
し
対
象
を
目
的
語
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
較
べ
'
定
信
の

12
は
も
と
も
と
論
理
的
明
瞭
さ
を
有
す
る
発
想

･
趣
向
を
も
つ
が
'
そ
の
上
に
結

句
に

｢寝
覚
め
に
｣
と
原
因

･
理
由
を
示
す
格
助
詞
を
置
き
'
み
ず
か
ら
倒
置
表

現
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
し
て
論
理
的
明
瞭
さ
を
う
ち
出
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
-
な
新
古
今
的
様
式
を
す
で
に
兼
ね
備
､え
'
定
家
の
歌
の
先
縦
と
も
い

え
る
式
子
の
歌
を
､
俊
成
は
『千
載
集
』
に
早
-
も
選
び
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

五

と
こ
ろ
で
'

〓

一首
の

『千
載
集
』
の
歌
人
を
時
代
順
に
あ
げ
れ
ば
､
四
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
a
-
平
安
中
期
の
為
政
､
b
-
平
安

後
期
の
俊
頼
t
c
-
同
期
の
範
兼
'
広
言
'
定
信
､
d
=
同
期
か
ら
鎌
倉
期
初
頭

の
顕
昭
'
俊
成
､
隆
房
､
式
子
､
と
な
る
｡
そ
の
な

か
で
該
当
歌
は
､

a
-
l
育
t

ち
-
二
首
'
C
=
三
首
､
d
=
六
首
で
t

d
に
は
俊
成
'
式
子
に
そ

れ
ぞ
れ
二
首

あ
る
と
い
-
よ
-
に
時
代
を
追

っ
て
増
加
し
て
き
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
内
質
も
'

時
代
を
追

っ
て
し
だ
い
に

『新
古
今
集
』
の
歌
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ

た
｡
そ
こ
で
次
に
は
'
式
子
の
詠
歌
の
師
で
あ
っ
た
俊
成
の
歌
を
と
り
あ
げ
て
み

る
こ
と
に
す
る
｡

17
忘
る
な
よ
世
々
の
契
り
を
菅
原
や
伏
見
の
里
の
有
明
の
空

こ
れ
は
治
承
二
年

『右
大
臣
家
百
首
』
の

｢
後
朝
恋
｣
五
首
の
最
後
の
歌
で
､

俊
頼
の
9
'
す
な
わ
ち

『散
木
奇
歌
集
』
に

｢
ふ
し
み
に
て
'
つ
ね
よ
り
も
物
心

ぼ
そ
か
-
け
れ
ば
よ
め
る
｣
と
詞
書
の
あ
る
'
｢
何
と
な
-
も
の
ぞ
悲
し
き
菅
原
や

伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮
｣
を
本
歌
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
何
よ
り
も
下
旬
の
類

似
が
そ
の
証
左
た
り
え
て
い
る
｡
三
句
に

｢菅
原
や
｣
と
置
き
下
旬
を

八
の
)
逮

接
の
体
言

(名
詞
)
に
止
め
に
し
た
の
は
'
そ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ

-
で
あ
る
｡
ま
た
両
首
の
下
旬
の
つ
-
-
方
は
'
広
言
の

｢
深
山
の
里
の
明
方
の

空
｣
(
11
)と
も
類
似
し
､
俊
成
は
そ
れ
以
前
の
歌
に
点
在
す
る
こ
-
し
た
下
旬
の

つ
-
り
方
に
ヒ
ン
-
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

本
歌
の
同
定
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
わ
け
で
な
い
｡
｢菅
原
や
伏
見
の
里
｣
は
｢菅

原
野
辺
｣
と
も
歌
わ
れ
'
『五
代
集
歌
枕
』
『八
雲
御
抄
』
な
ど
が
示
す
よ
う
に
大

和
国
の
歌
枕
で
'
｢
わ
が
宿
は
す
が
は
ら
の
べ
と
な
り
に
け
-
い
か
に
ふ
し
み
て
人

の
ゆ
-
ら
ん
｣
(和
泉
式
部
)
の
ご
と
-
､
サ
変
の
動
詞

｢す
｣
を
か
け
て
用
い
る

こ
と
が
あ
る
｡
た
だ
し

｢
伏
見
｣
は
､
『藤
原
隆
信
朝
臣
集
』
恋
四
に
女
か
ら
の
返

歌
｢
た
づ
ね
つ
ゝ
ふ
し
み
に
き
つ
る
か
ひ
も
な
し
身
を
-
ぢ
山
の
詠
め
の
み
し
て
｣

に
'
｢す
が
は
ら
と
よ
め
る
'
そ
こ

(=
山
城
国
･筆
者
)
の
ふ
し
み
に
は
あ
ら
ね

ど
､
女
な
れ
ば
こ
ま
か
に
は
し
ら
ぬ

に
や
｣
と
注
を
加
え
て
お
り
､
当
時
､
山
城

国
と
大
和
国
を
混
同
す
る
こ
と
な
き
に
L
も
あ
ら
ず
で
あ

っ
が
,).
ま
た

｢
伏
見
｣

は
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
い
る
が
'
そ
の
歌
か
ら
は
場
所
を
決
め
か
ね
る
も
の
が
多

い
と
い
う
状
況
が
あ
る
｡
し
か
し
'
｢菅
原
や
伏
見
の
里
｣
を
詠
み
込
ん
だ
も
っ
と
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も
早
い
例
と
思
わ
れ
る

｢
い
ざ
こ
ゝ
に
わ
が
世
は
へ
な
ん
す
が
は
ら
や
ふ
し
み
の

さ
と
の
あ
れ
ま
-
も
を
し
｣
(
『古
今
集
』
雑
下

･
九
八

1

読
人
不
知
)
に
清
輔

の

『奥
儀
抄
』
は
､
次
の
よ
-
に
注
す
る
｡
｢
是
は
山
城
の
ふ
し
み
に
は
あ
ら
ず
｡

大
和
国
に
菅
原
と
云
ふ
所
に
ふ
し
み
と
い
ふ
所
の
あ
る
也
｡
籾
､
か
-
つ
ゞ
-
る

也
｣
と
あ
る
か
ら
､
俊
成
は
い
う
ま
で
も
な
-
大
和
BB
lを
意
識
し
て
詠
じ
た
で
あ

ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
俊
成
の
歌
に
は
右
の
『古
今
集
』
の
歌
と
と
も
に
'
｢菅
原
の

お
ほ
い
ま
-
ち
ぎ
み
の
家
に
侍
り
け
る
女
に
､
か
よ
ひ
侍
け
る
を
と
こ
'
中
た
え

て
又
と
ひ
て
侍
け
れ
ば
｣
と
詞
書
の
あ
る
､
｢す
が
は
ら
や
ふ
し
み
の
里
の
あ
れ
L

よ
り
か
よ
ひ
し
人
の
あ
と
も
た
え
に
き
｣
(
『後
撰
集
』
恋
六

･
一
〇
二
五

読
人

不
知
)
と
い
う
恋
歌
も
本
歌
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
『八
代
集
抄
』

で

｢菅
原
伏
見
は
､
荒
れ
た
る
里
｣
(
『新
古
今
集
』
秋
上

二

一九
二
の
注
)
と
記

す
ご
と
く
,
そ
の

｢
荒
廃
し
た
地
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
｣
,,〟)J
を
取
り
込
ん
で
い

る
の
で
あ
る
｡

俊
成
の
歌
を
見
る
に
'
歌
題
が

｢
後
朝
恋
｣
で
あ
り
､
男
女
の
愛
を
扱
っ
た
物

語
の
1
場
面
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
.
し
た
が
っ
て
内
容
的
に
は
'
『古
今
集
』

の
雑
歌
よ
り
は
訪
れ
な
い
恋
人
に
恨
み
を
述
べ
た

『後
撰
集
』
の
恋
歌
に
近
い
｡

そ
し
て
､
そ
の

｢
後
朝
恋
｣
の
内
容
を
歌
う
に
､
後
者
か
ら
着
想
を
得
か
つ
俊
頬

の
下
旬
の
構
成
法
を
借
り
て
詠
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
俊
成
の
俊
頼

を
重
視
す
る
意
識
に
は
'
こ
の
よ
う
な
句
の
構
成
法
も
あ

っ
た
と
考
え
て
お
き
た

い
｡
た
だ
し
'
歌
か
ら
想
起
で
き
る
男
女
の
愛
の
場
面
が
､
『後
撰
集
』
の
恋
歌
と

そ
の
詞
書
と
に
基
づ
-
も
の
か
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
『顕
註
密
勘
抄
』
の
雑
下
に
先
の

『古
今
集
』
の
雑
歌
を
注
し

て
､

此
歌
は
ふ
し
み
の
お
き
な
と
云
物
語
あ
り
と
､
恵
心
僧
都
の
勧
女
往
生
義
と

申
造
紙
に
'
い
ま
め
き
の
中
将
､
長
井
の
待
従
､
伏
見
の
翁
な
ど
云
古
物
語

あ
り
と
の
せ
ら
れ
た
り
｡
-
-
･又
隆
線
と
申
し
僧
は
､
伏
見
の
仙
人
が
歌
と

ぞ
申
侍
し
｡

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
同
内
容
の
注
記
は
'
『顕
秘
抄
』
『古
今
集
註
』
に
も
あ
り
､

後
者
で
は
｢物
語
等

ハ
為
二
後
世
J甚
無
益
之
由
､
恵
心
僧
都
被
レ
書
名
ナ
リ
｣
と
加

わ
る
｡
こ
の

『伏
見
の
翁
』
な
る
物
語
も
､
女
人
往
生
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
男

女
の
愛
欲
を
描
-

｢
為
二
後
世
J甚
無
益
｣
な
物
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
物
語
の
内
容
は
男
の
跡
絶
え
を
嘆
-

『後
撰
集
』

の
恋
歌
と
ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
､
現
存
の
物
語
で

俊
成
の
歌
の
本
説
と
し
て
合
い
そ
-
な
場
面
を
も
つ
も
の
は

『字
津
保
物
語
』
な

ど
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
が
'仔
細
に
見
れ
ば
ど
れ
も
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
い
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
'
｢菅
原
や
伏
見
の
里
｣
｢
伏
見
の
里
｣
は
'
荒
廃
し
た
イ
メ
I

ジ
を
有
し
､
｢臥
し
身
｣
｢
臥
し
見
｣
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
男
女
の
契
り
と

別
れ
の
場
面
が
構
想
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
は
い
え
る
｡
俊
成
は
直
接
に
は

『後
摸

一

集
』
の
恋
歌
に
取
材
し
っ
つ
'

一
方
で
俊
頼
の
歌
の

″形
式
″
を
借
り
な
が
ら
､

23

多
数
の
古
歌
や
物
語
に
内
在
す
る
そ
う
い
う
愛
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
歌
を
つ
-

｣

る
の
に
成
功
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

六

さ
て
､
以
上
の
よ
う
な
本
歌
や
本
説
の
､
よ
り
詳
し
-
い
え
ば
本
歌

･
本
説
の

内
包
す
る
物
語
的
場
面
を
誘
起
さ
せ
る
俊
成
の
歌
は
､

一
方
で
俊
頼
の
歌
の
形
態

と
す
こ
ぶ
る
類
似
し
て
い
た
｡
す
で
に
述
べ
た
が
､
そ
れ
も
本
歌
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
｡
二
句
切
れ
と
三
句
以
降
の
語
構
成
､
と
り
わ
け

八
の
)
連
接
法
に
よ
る
名

詞
止
め
は
よ
-
似
て
い
た
｡
違
い
は
俊
頼
の
が
詞
書
に
明
ら
か
で
あ

っ
た
が
実
際

の
風
景
に
即
し
た
実
情
歌
で
'
俊
成
の
は
物
語
的
虚
構
歌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
前
者
の
歌
型
が
後
者
に
取
り
込
ま
れ
'
新
し
い
表
現
世
界

を
生
み
出
す
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
ら
ば
そ
の
と
き
､
ど
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の
よ
う
な
問
題
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡

｢忘
る
な
よ

世
々
の
契
-
を
｣
と
倒
置
さ
れ
た
上
二
句
の
男
か
ら
女

へ
の
強

い
呼
び
か
け

(イ
)'
二
句
か
ら
三
句

へ
の

｢契
り
を
ス
｣
を
か
け
て
地
名
の

｢菅

原
や
｣
に
流
れ
る
巧
み
な
自
然
さ

(
ロ
)'
そ
し
て
下
旬
の
二
人
が
共
有
し
た

｢
伏

見
の
里
｣
の
叙
景
表
現

(
ハ
)
は
､
そ
れ
ら
を
た
ど
れ
ば
お
の
ず
と
男
女

(イ
)

の
愛

(
ロ
)
の
物
語
的
場
面

(
ハ
)
を
想
像
さ
せ
よ
う
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
の
歌
を

後
朝
の
文
に
書
い
て
あ
っ
た
ご
と
き
男
側
か
ら
の
心
情
吐
露
と
し
て
読
ん
で
-
る

と
､
下
旬
は
男
側
か
ら
の
愛
の
確
認

(｢契
り
を
す
｣
｢
臥
し
身
｣
)
で
あ
り
､
女
の

家
か
ら
帰
る
道
す
が
ら
見
た
風
景
の
変
化

(｢有
明
の
空
｣
)
と
な
ろ
う
｡
だ
が
､

こ
の
歌
を
物
語
の
場
面
に
直
結
さ
せ
て
女
側
の
立
場
で
読
む
と
､
男
か
ら
も
ら
っ

た
後
朝
の
歌
と
な
ろ
う
｡
そ
し
て
下
旬
の
表
現
に
着
目
す
れ
ば
'
｢
臥
し
身
｣
は
女

自
身
の
昨
夜
の
行
為
で
も
あ
り
､
｢有
明
の
空
｣
は
女
が

｢
臥
し
見
｣
し
て
い
ま
眺

め
て
い
る
風
景
と
な
ろ
-
｡
こ
の
よ
-
に
物
語
的
場
面
を
と
お
し
て
男
側
と
女
側

の
両
者
か
ら
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡

一
首
が
男
と
女
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心

情
や
行
為
や
立
場
等
の
す
べ
て
を
統

一
し
融
合
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
'
男
と
女
が

織
り
な
す
物
語
の
一
場
面
が
読
者
の
心
内
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
想
起

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
効
果
を
読
者
に
強
-
は
た
ら
き
か
け
る
の
が
'

下
旬
の
男
と
女
の
両
者
を
交
叉
さ
せ
た
巧
み
な
表
現
な
の
で
あ
る
｡

問
題
は
､
こ
の
よ
-
な
物
語
の
世
界
が
読
者
に
受
感
さ
れ
た
と
き
､
こ
の
歌
の

作
者
で
あ
る
俊
成
が
そ
の
表
現
さ
れ
た
世
界
の
住
人
で
は
な
-
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
俊
成
は
言
語
表
現
の
内
部
に
溶
解
L
t
そ
れ
を
統
轄
し
て
み
せ

た
作
者
と
し
て
吃
立
し
え
な
-
な
る
｡
簡
単
に
い
え
ば
､
詠
作
主
体
は
俊
成
'
表

出
主
体
は
物
語
内
部
の
男
そ
し
て
女
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
主
体
に
分
艶

し
､
そ
の
ど
ち
ら
の
歌
と
し
て
も
読
め
る
と
こ
ろ
に
趣
向
の
面
白
さ
が
あ
る
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
し
か
し
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
読
み
方
は
'

こ
の
歌
の
表
現
機
能
と
効
果
と
を
十
分
に
考
え
た
解
釈
で
は
な
い
｡
そ
れ
は

一
応
､

正
し
い
と
は
い
え
て
も
､
俊
成
の
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
物
語
的
虚
構
歌
の
意

味
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
､
こ
れ
が

第
三
章
で
例
示
し
た
､
上
旬
に
場
所
や
地
名
を
あ
げ
そ
れ
を
序
と
し
て
導
か
れ
下

旬
で
心
情
表
白
に
至
る
'
い
わ
ば
古
い
形
態
を
も
っ
た
歌
い
方
と
'
す
こ
ぶ
る
異

な
っ
た
表
現
を
も

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
'
第
四
章
で
例
示
し
た
'
下
旬

八
の
)
連
接
を
も
つ
も
の
の
､
上

･
下
旬
が
論
理
的
に
明
瞭
な
関
係
で
結
ば
れ
作

者

(詠
作
主
体
)
の
拝
情
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
歌
と
は
､
す
こ
ぶ
る
異
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
俊
成
の
歌
か
ら
は
､
作
者
で
あ
る
彼
自
身

の
心
情
表
白
を
示
す
詞
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
倒
置
に
よ
る
初
句
切
れ
を

と
お
し
二
句
か
ら
三
句
'
そ
し
て
物
語
の
男
と
女
を
融
合
さ
せ
た
風
景

(場
所

･

地
名
)
で
終
わ
る
表
現
か
ら
､
作
者
は
姿
を
消
し
て
い
る
｡
第
三
､
四
章
に
例
示

し
た
歌
と
異
な
る
の
は
'
こ
の
よ
-
な
表
現
の
内
部
構
造
な
の
で
あ

っ
て
'
句
切

れ
'
倒
置
法
､
そ
し
て
下
旬

八
の
)
連
接
法
は
'
作
者
の
実
感
を
取
り
払
っ
て
そ

の
よ
-
な
構
造
を
確
立
し
物
語
的
世
界
を
現
出
さ
せ
る
機
能
と
効
果
と
を
十
全
な

ら
し
む
る
技
法
な
の
で
あ
る
｡
俊
頼
の
歌
の

″
形
″
を
借
り
な
が
ら
､
俊
成
は

一

歩
進
ん
だ
表
現
世
界
の
開
発
を
工
夫
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
そ
う
し
て
先
に
あ

げ
た

『新
古
今
集
』
の
定
家
の
歌
な
ど
が
そ
こ
を
土
台
に
い
っ
そ
う
新
し
い
世
界

を
開
い
て
ゆ
く
｡

七

長
-
は
な
っ
た
が
以
上
'
俊
成
の
表
現
に
本
歌
で
あ
る
俊
頬
の
歌
型
が
い
か
な

る
は
た
ら
さ
を
与
え
て
-
れ
た
か
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
｡
そ
う
い
え
ば
､
同

じ
歌
聖
の
作
品
が

『新
古
今
集
』
で
は
急
増
し
､
そ
れ
ら
の
多
-
が
物
語
的
世
界

を
現
出
す
る
本
歌

･
本
説
取
の
作
品
で
あ
っ
た
｡
例
の
下
旬
を
も
つ
歌
型
は
'
そ

う
し
た
機
能
を
発
揮
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
｡
こ
の
よ
-
に
考
え
る
と
'

俊
成
自
身
の
歌
も
き
り
な
が
ら
'
彼
が

『千
載
集
』
に
例
の
下
旬
を
も
つ
俊
頬
の

歌
や
そ
の
ほ
か
の
歌
人
の
詠
を
選
出
し
た
こ
と
自
体
､
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(24
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‡準

歌 人 該当歌数 全歌数 歌 人 該当歌数 全歌' 歌 人 該当歌数 全歌数 歌 人 該当歌数 全歌数

経 信 0640 安 芸 0 64 頼 輔 0131 関 谷 1 249

師 実 0 16 忠 底 o228 広 言 3 100 隆 房 0100

El 基 0154 顕 輔 0146 資 賢 0 29 絶 家 1 101

成 助 0 3 堀 河 1 137 成 仲 0100 光 経 24 623

頗 綱 0105 宣 司 0115 惟 方 0249 長 明 2 211

康資王母 1 154 歳 通 O 99 (歌人侠名) 0 41 讃 岐 1 98

公 実 0 2 覚 性 7 850 西 行 12 2633 寂 身 14 634

匡 房 2 654 光 楠 o 22 実 走 4 380 実 朝 30 1382

周防内侍 1 96 清 輔 0444 長 方 7 214 光 家 1 41

紀 伊 1 78 'Lt 重 1 633 寂 然 2 344 雅 経 47 1672

氾 後 l 207 便 意 5 1006 実 家 2 419 李 経 0107

在 良 1 33 頼 政 1 707 公 衡 4 200 慈 円 116 5826

佼 忠 0 65 重 家 1 617 大 輔 4 415 右京大夫 1 357

罪頁 李 3 375 教 長 4 979 親 盛 1 116 銀 也 14 634

摂 津 0 54 覚 綱 0105 親 宗 0128 土御門院 8 449

中宮上総 1 ll 有 房 4 581 式 子 15 373 明 恵 0155

授 精 7 1604 資 隆 0100 守 覚 5 323 範 宗 16 726

大 弐 0197 登 蓮 0 26 節 光 l 104 典 侍 1 83

行 尊 0352 大 進 0 32 小 侍 従 0376 家 隆 79 2850

為 忠 0269 実 国 0 98 寂 蓮 15 656 後鳥羽院 48 1768

茎 俊 1 299 経 正 0119 俊 成 12 784 秀 能 10 937

雅 兼 0 83 息 度 0103 隆 信 4 1073 定 家 94 3754

俺頬は 7阿波本 散木奇歌集本文校異篇去 (関根慶子 ･大井洋子共著 風間書房)を用いた｡

形 式 千 載 集 新 古 今 集 新 勅 撰 集

445 俊 頼 2 定 家 4 俊 成 3

偉 成 2 俊 成 3 慈 円 2

式 子 2 西 行 3 家 隆 2

範 兼,広 言 慈 円 3 道 助,道 家

定 信,為 政 家 隆 2 実 朝,真 昭

昆頁 昭,隆 房 寂 蓮 2 資 盛,宗 円

良 経 2 有 果,雅 経

為 仲,有 家 隆 親,良 経

範 兼,俊成女読人不知,賓岐通 光,忠 良季 能,成 仲資 仲,秀 能貫 之,式 子範 光,経 衡雅 経 成 美

3445 輔 仁,伊 家 教 長,式 子 長 方,俊 綱

家 隆,道 真 読人不知,家長

能 因,光 範 信 実,実 朝

数字 を出さない歌人は各 1首｡

-(25)-

金 葉 集 詞 華 集
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な
い
｡
事
実
､
俊
成
あ
た
り
か
ら
多
-
見
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
'
俊

頬
の
こ
ろ
は
ま
だ
少
な
い
の
で
あ

っ
た
(表
Ⅰ
と
第
五
章
)｡
そ
れ
を
詳
し
-
示
す

た
め
に
､
『私
家
集
大
成
』
(明
治
書
院
)
に
生
年
順
に
収
録
さ
れ
た
歌
人
の
作
品

(歌
人
の
全
作
品
と
は
限
ら
な
い
L
t
贈
答
歌
も
含
む
の
で
そ
の
歌
人
以
外
の
詠

が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
)
を
全
部
調
べ
て
､
(
4
4
5
)
(
4
5
5
)
形
式
の

歌
を
数
量
化
し
た
の
か
表
S
で
あ
る
｡
こ
の
な
か
に
は
､
｢今
は
し
も
穂
に
出
で
ぬ

ら
ん
末
路
の
岩
田
の
小
野
の
篠
の
小
薄
｣
(
『千
載
集
』
秋
上

･
二
七
〇

伊
家
)

の
よ
う
な
二
句
以
降

八
の
)
連
接

((
3
4
4
5
)
)
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
含
め

て
あ
る
｡
調
査
し
た
歌
人
は
'
い
わ
ゆ
る
近
代
六
歌
仙
の
最
初
の
歌
人
で
あ
る
経

信

(
『近
代
秀
歌
』
)
か
ら
､
定
家
ま
で
の
九

一
人
で
あ
る
｡
つ
い
で
に
表
Ⅳ
で
'

『新
勅
撰
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
に
お
い
て
ど
の
歌
人
に
､
こ
れ
ら
の
形
式
の
歌
が

多
い
か
を
示
す
こ
と
に
す
る
(
た
だ
し
(
4
5
5
)
の
歌
は
微
量
な
の
で
は
ず
す
)｡

ま
ず
表
E=
に
つ
い
て
い
う
と
､
全
歌
数
の
多
少
の
問
題
は
あ
る
が
､
該
当
数
は

『金
葉
集
』
の
撰
者
で
あ
る
俊
頼
で
増
加
し
'
つ
い
で
覚
性
'
便
意
､
教
長
､
有

房
'
広
言
と
い
っ
た
主
に

『千
載
集
』
の
こ
ろ
ま
で
に
活
躍
し
た
歌
人
が
あ
ら
わ

れ
る
｡
西
行
以
降
は

『千
載
集
』
『新
古
今
集
』
の
両
方
に
入
集
歌
数
の
多
い
人
々

が
出
て
-
る
が
'
該
当
歌
も
そ
れ
ぞ
れ
多
-
な
り
､
長
方
'
式
子
'
寂
蓮
'
俊
成
'

光
経
､
寂
身
な
ど
は
全
歌
数
に
対
す
る
割
合
が
高
い
｡
か
つ
'
良
経
､
雅
経
'
慈

円
､
家
隆
､
後
鳥
羽
院
､
定
家
と
い
っ
た

『新
古
今
集
』
の
核
を
為
し
た
人
々
に

は
仝
歌
数
も
多
い
が
該
当
歌
も
す
こ
ぶ
る
多
い
｡

こ
う
し
た
状
況
は
､
表
Ⅳ
で
見
る
よ
う
に
勅
撰
集
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
｡

『千
載
集
』
『新
古
今
集
』
『新
勅
撰
集
』
の
三
歌
集
で
も

っ
と
も
多
い
の
は
､
俊

成
の
九
首
で
'
薮

円
'
家
隆
の
各
五
首
､
式
子
､
定
家
各
四
首
'
良
経
三
首
と
つ

づ
-
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
に
は
入
集
数
の
多
少
が
関
係
す
る
が
'
し
か
し
時
代
と

歌
人
を
追

っ
て
新
し
い
形
式
の
歌
型
が
見
出
さ
れ
広
ま
り
'
し
だ
い
に
増
加
し
て

い
っ
た
傾
向
を
示
す
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
表
Ⅰ
で
見
た
の
と
同
じ
-
､
『千
載
集
』

以
後
の
三
歌
集
の
該
当
歌
の
多
さ
と
そ
の
歌
人
の
多
様
な
あ
ら
わ
れ
方
は
､
『古
今

集
』
以
下

『詞
華
集
』
ま
で
に
は
全
-
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
ま
た
'

表
示
は
し
な
い
が
別
形
式
の

(
1
2
2
)
(
2
2
3
)
の

『千
載
集
』
以
後
の
状
況

を
見
る
と
'
(
4
4
5
)
(
4
4
5
5
)
(
3
4
4
5
)
の
下
旬
型
形
式
を
示
す
欄
に

出
て
い
る
歌
人
よ
り
は
ず

っ
と
以
前
に
活
躍
し
た
歌
人
が
多
-
､
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り

『千
載
集
』
以
降
の
歌
人
に
該
当
の
下
旬
型
形
式
が
多
-
'

そ
れ
ら
の
人
々
は
､
い
わ
ゆ
る
俊
成
の
泳
法

･
詠
風
を
受
け
継
い
で
新
古
今
風
を

開
花
さ
せ
て
い
っ
た
新
風
歌
人
た
ち
な
の
で
あ
る
｡

下
旬
の
こ
う
し
た
形
式
は
､
『千
載
集
』
以
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
た

と
え
ば

『古
今
集
』
の
撰
者
で
あ
っ
た
貫
之
の

｢
花
の
香
に
こ
ろ
も
は
ふ
か
-
な

り
に
け
り
木
の
下
か
げ
の
風
の
ま
に
ま
に
｣
は
､
『新
古
今
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る

(春
下
･
こ

こ
o
L
か
し
､
｢
木
の
下
か
げ
｣
は

｢木
の
葉
｣
｢
を
の
へ
｣
な
ど

と
同
じ
く

一
語
と
し
て
よ
い
歌
語
で
あ
り
､
結
句
も
副
詞
で
あ
っ
て
体
言
止
め
で

は
な
く

や
は
-
古
い
形
態
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
上
旬
に
対
し
は
っ

き
り
と
し
た
独
立
形
態
を
も
つ
下
旬
に
な
っ
て
は
い
な
い
｡
ま
た
､
天
書
四
年
閏

三
月

『
六
条
斎
院
裸
子
内
親
王
歌
合
』
に
お
け
る
'
｢吉
野
川
水
底
さ
へ
も
勾
ふ
か

な
岸
の
わ
た
-
の
山
吹
の
花
｣
(美
作
)
の
よ
-
な
考
察
の
対
象
と
し
た
形
式
ど
お

り
の
下
旬
の
歌
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ら
が
あ
る
の
は
長
い
和
歌
の
歴
史

に
お
い
て
当
然
の
現
象
と
い
う
べ
き
だ
が
､
こ
れ
と
て
上
旬
の

｢
勾
ふ
｣
の
主
語

が
下
旬
の

｢
山
吹
の
花
｣
と
明
示
さ
れ
､
第
四
章
に
述
べ
た
古
い
語
構
成
の
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
｡
そ
の
発
想

･
趣
向
も
'
水
面
に
映
る
山
吹
を
視
点
を
ず
ら

し
て
水
底
か
ら
歌
う
と
い
う
慣
習
的
次
元
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'
該
当
の
下
旬
の
形
式
は

『千
載
集
』
以
後
t
と
-
に
新
吉
今
期

の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ

一
般
化
さ
れ
た
泳
法
と
い
え
る
だ
ろ
-
｡
も
っ

と
は
っ
き
り
い
え
ば
､
俊
成
の
詠
歌
上
の
師
で
あ
っ
た
俊
頼
､
俊
成
よ
り
少
し
前

に
生
ま
れ
彼
の
詠
法

∴
詠
風
形
式
に
直
接
に
は
さ
ほ
ど
強
い
影
響
を
与
え
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
覚
性
'
俊
恵
､
有
房
､
広
言
'
そ
し
て
俊
成
と
同
期
か
も
し
-
は

彼
の
影
響
を
強
-
受
け
た
新
古
今
期
の
新
風
歌
人

へ
t
と
時
代
を
追

っ
て
発
展
的
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に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
'
『千
載
集
』
前
後
の
私
撰
集
を
成
立
順
に
見
て
､
以
上
の
傾
向
を
確

認
し
て
お
こ
-
｡
『復
業
集
』
(
二

五
五
､
六
年
ご
ろ
)
に
は

(
4
4
LL,
)
形
式

が
三
首
､
『続
詞
花
集
』
(
一
一
六
五
年
)
に
は

(
4
4
5
)
形
式
が
四
首
と

(
3

4
4
5
)
形
式
が
二
首
､
『今
撰
集
』
(
二

六
五
年
)
に
は

(
4
4
5
)
形
式
が

一
首
'
『月
詣
集
』
二

一
八
二
年
)
に
は

(
4
4
5
)
形
式
が
六
首
と

(
4
5
5
)

形
式
が

一
首
'
『玄
玉
集
』
(
二

九

一
､
二
年
ご
ろ
)
に
は

(
4
4
5
)
形
式
が

八
首
と
漸
次
､
増
加
の
傾
向
を
た
ど
る
｡
ま
た
'
こ
の
傾
向
は
歌
合
を
時
代
順
に

見
て
い
っ
て
も
同
じ
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
俊
成
ひ
と
り
の
功
績
を
云
々

し
て
は
な
ら
な
い
が
､
『千
載
集
』
ま
で
は
非
常
に
数
が
少
な
く
､
そ
の
な
か
か
ら

俊
頬
の
歌
を
含
む

〓

一首
を
選
出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
-
､
そ
の
こ
と
を
十
分

に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
う
い
-
と
こ
ろ
に
も
'
俊
頼
か
ら
俊

成

へ
継
承

･
発
展
し
､
や
が
て
新
古
今
風
へ
と
つ
づ
い
て
ゆ
-
表
現
の
歴
史
が
生

き
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡八

以
上
述
べ
た
こ
と
は

一
部
､
第
三
章
と
説
明
が
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
､
そ

の
補
足
説
明
の
つ
も
り
で
あ
る
が
'
さ
ら
に
補
足
を
徹
底
す
る
た
め
に
俊
頼
以
前

の
該
当
形
式
の
歌
と
俊
頬
の
9
と
を
比
較
し
て
み
る
｡
そ
の
結
果
､
俊
成
が
俊
頼

の
9
を
自
撰
の

『千
載
集
』
に
入
れ
た
そ
の
特
異
性
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
｡

(ママ)

19
名
に
し
お
は
ゞ
木

た
-
な
け
や
時
鳥

お
と
は
の
山
の
あ
け
ぼ
の
ゝ
声

(康
資
王
母
)

20
-
ち
な
し
の
い
ろ
と
ぞ
見
ゆ
る
み
ち
の
-
の
い
は
で
の
お
か
の
や
ま
ぶ
き

の
は
な

(匡
房
)

一し

21
わ
れ
な
ら
ぬ

人
き
-
ら
め
や
め
づ
ら
し
さ
あ
し
た
の
は
ら
の
う
ぐ
ひ
す
の

≧

こ
ゑ

(

紀

伊
)

22
こ
の
も
と
に
ほ
し
を
つ
ら
ぬ
て
み
ゆ
る
か
な
は
な
の
す
が
た
の
-
も
の
う

へ
人

(肥
後
)

23
さ
び
し
さ
は
い
つ
に
も
ま
さ
る
を
ぐ
ら
や
ま
ふ
も
と
の
さ
と
の
冬
の
け
し

き
は

(在
良
)

24
い
か
に
せ
ん
わ
れ
立
ぬ
れ
ぬ
わ
ざ
も
子
に
あ
ほ
で
の
杜
の
木
の
下
の
露

(顕
李
)

25
ゆ
き
て
み
ぬ
こ
､
ろ
の
ほ
ど
を
お
も
ひ
や
れ
宮
こ
の
う
ち
の
こ
し
の
し
ら

や
ま

(周
防
内
侍

『中
宮
上
総
集
』
)

9
何
と
な
-
も
の
ぞ
悲
し
き
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮

(俊
頼
)

19

･
20

･21は
歌
の
な
か
に
主
語
'
述
語
や
目
的
語
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
拝

情
の
原
因

と
結果
が
明
確
で
あ
る
｡
23
は
俊
頬
の
9
と
や
や
似
る
も
の
の
､
三
句

以
降
は
末
尾
の

｢
は
｣
を

｢
の
｣
と
変
え
れ
ば
た
だ
ち
に
初
句
に
戻
せ
る
倒
置
法

で
あ

っ
て
'
結
句
を
仮
に

｢
冬
の
夕
暮
｣
と
で
も
す
れ
ば
い
っ
そ
う
俊
頬
的
な
歌

風
に
近
づ
き
'
『千
載
集
』
の
拝
情
様
式
を
備
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
24
は
｢
寄
処

恋
｣
の
題
詠
で
､
初
句
切
れ
､
二
句
切
れ
を
も
ち
上
旬
の
叙
述
内
容
を
下
旬
の
｢あ

ほ
で

(逢
は
で
)
の
杜
｣
の
掛
詞
の
な
か
に
吸
収
し
'
客
観
的
風
景
を
叙
し
て
体

言
止
め
と
す
る
あ
た
り
'
『千
載
集
』
『新
古
今
集
』
様
式
を
す
で
に
学
ん
で
い
る
｡

25
は
詠
み
手
の
中
宮
上
総
に
対
す
る
呼
び
か
け
が
'
24
と
同
じ
-
下
旬
の
｢
越
(行

-
こ
と
)
の
白
山

(知
ら
な
い
､
不
可
能
)｣
の
掛
詞
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
｡

俊
頬
の
9
は
､
19

･

20
･
21
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
､
詞
の
上
に
拝
情
の
原
因

と
結
果
を
明
示
し
て

い
な
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
｡
拝
情
の
原
因
は
実
際
に

｢
伏

見
の
里
｣
に
行
き

｢
秋
の
夕
暮
｣
の
気
分
を
味
わ
っ
た
か
ら
な
の
だ
が
'
そ
れ
は

前
に
あ
げ
た
が
詞
書
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
歌
を
読
む
と
き
は
そ
の
詞
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書
の
内
容
を
補
っ
て
読
む
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
､
結
果
た
る
上
旬
の
感
情
表
現
に

し
て
も
'
｢
何
と
な
-
｣
で
あ
-
風
景
の
何
が
､
あ
る
い
は
心
内
の
何
が

｢
悲
し
｣

な
の
か
は
詞
の
上
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
つ
ま
り
こ
の
歌
は
'
主
語
､
述
語

や
目
的
語
な
ど
文
を
形
成
す
る
文
法
的
要
素
が
巧
み
に
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
そ
れ
に
較
べ
､
19
･
20･
21は
語
順
を
並
べ
換
え
れ
ば
た
だ
ち
に
一
文
を
形
成

す
る
よ
-
に
な
っ
て
い

る
｡
たと
え
ば
'
｢時
鳥
｣
よ

｢名
に
し
負
は
ば
｣
｢音
羽

の
山
の
曙
の
声
｣
を

｢
小
高
-
鳴
け
や
｣
(
19
)､
｢
陸
奥
BE
の
岩
手
の
岡
の
山
吹
の

花
｣
は

｢
梅
子
の
色
と
ぞ
見
ゆ
る
｣
(
20
)'
｢
め
づ
ら
し
き
朝
の
原
の
鴛
の
声
｣
を

む

｢我
な
ら
ぬ

人
間
-
ら
め
や
｣
(
21
)
と
い
-
よ
う
に
｡
わ
ず
か
に
助
詞
を
補
っ
た
だ

≧

け
で
､
こ

の

よ
う
に

一
文
が
つ
-
れ
る
の
は
'
歌
の
な
か
の
l
語

三
m
が
文
法
的

に
明
確
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
俊
頼
の
歌
で
は
､
詞
書

の
内
容
を
も
と
に
し
て
､
｢菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮
｣
に
来
て
見
て
い
る
と
､

つ
ま
り

｢
伏
見
の
里
｣
に
実
際
に
来
て

｢
秋
の
夕
暮
｣
を
見
て
い
る
と

｢
何
と
杏

-
も
の
ぞ
悲
し
き
｣
と
な
り
､
ど
う
し
て
も
行
為
を
あ
ら
わ
す
動
詞
を
入
れ
ざ
る

を
え
な
い
｡
と
い
う
こ
と
は
､
こ
の
歌
が

一
文
を
形
成
し
う
る
文
法
的
関
係
で
繋

ぐ
た
め
の
語
を
省
略
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
'
感
情
表
現
の
上
旬
と
叙
景
表
現

コレ
スポ
ンデ
ン
ス

の
下
旬
と
が
詩
的
な
関
係
で

照

応

し

て
い
る
こ
と
を
教
え
る
｡
そ
う
い
う
点
に

お
い
て
､
こ
の
歌
は
新
し
い
の
で
あ
る
｡
俊
頬
の
歌
と
似
た
形
態
を
も
つ

『千
戟

集
』
の
広
言
の
､
｢
さ
び
し
さ
を
何
に
慧

へ
む
牡
鹿
鳴
-
深
山
の
里
の
明
方
の
空
｣

も
大
体
'
周
じ
こ
と
が
い
え
よ
-
｡
こ
の
よ
-
な
表
現
上
の
特
色
の
あ
る
歌
と
､

す
で
に
述
べ
て
-
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
俊
成
の

｢忘
る
な
よ
世
々
の
契
-
よ
菅

原
や
伏
見
の
里
の
有
明
の
空
｣
と
が
､
種
々
の
面
に
お
い
て
深
-
響
き
合

っ
て
い

る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
表
現
史
上
の
歩
み
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

九

以
上
の
よ
う
に
､
俊
成
が

『千
載
集
』
に
そ
れ
ま
で
非
常
に
数
の
少
な
か
っ
た

例
の
下
旬
型
形
式
の
歌
か
ら
俊
頼
の
9
を
選
ん
で
入
れ
た
こ
と
に
は
､
表
現
史
上
'

看
過
で
き
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
｡
す
な
わ
ち
俊
頼
の
歌
な
ど
に
見
ら
れ
る
歌

聖
を
自
歌
に
取
り
込
ん
で
､
虚
構
性
の
強
い
物
語
的
構
想
歌
が
可
能
に
な
っ
て
い

っ
た
｡
そ
れ
は
古
歌
や
物
語
に
取
材
し
本
歌
取

･
本
説
取
を
す
れ
ば
簡
単
に
で
き

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
｡
読
者
の
想
像
力
に
は
た
ら
き
か
け
､
十
全
な
効
果
を

発
揮
す
る
に
は
､
そ
の
た
め
の
詞
の
錬
金
術
を
必
要
と
す
る
｡
そ
の
錬
金
術
を
い

か
に
し
て
俊
成
は
獲
得
し
た
か
'
そ
れ
を
次
代
の
定
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
発
展

さ
せ
た
か
｡
こ
の
問
題
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
頭
の
和
歌
を
考
え
る

と
き
､
古
-
て
新
し
い
､
そ
し
て
必
須
の
課
題
で
あ
る
｡
下
旬

八
の
)
連
接
型
表

現
の
検
討
は
､
そ
の
解
決
の
た
め
の
糸
口
を
わ
ず
か
な
が
ら
与
え
て
-
れ
る
だ
ろ

○
｢ヽノ

最
後
に
付
言
し
て
お
-
と
'
俊
成
は

『為
思
朝
臣
家
両
度
百
首
』
か
ら
'
｢忘
る

な
よ
｣
の
歌
の
あ
る

『右
大
臣
家
百
首
』
を
通
り
'
『新
古
今
集
≡
削
夜
に
試
み
ら

れ
た

『守
覚
法
親
王
家
五
十
首
』
に
至
り
､
し
だ
い
に
次
代
の
新
風
歌
人
た
ち
の

歌
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
自
己
の
下
旬
表
現
を
鍛
練
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

る
｡
｢
あ
た
ら
し
や
し
ほ
れ
に
け
-
な
あ

へ
な
-
も
儀
の
垣
根
の
朝
が
ほ
の
花
｣

(
『為
忠
朝
臣
家
初
度
百
首
』
)
の
､
上

･
下
旬
転
倒
す
れ
ば
た
だ
ち
に

1
文
が
形

成
で
き
る
よ
う
な
古
い
､
未
熟
な
表
現
か
ら
､
本
稿
で
と
り
あ
げ
た

『右
大
臣
家

百
首
』
の

｢忘
る
な
よ
｣
の
歌

へ
と
表
現
が
成
長
･深
化
す
る
｡
そ
し
て
､
｢
い
に

L
へ
の
嶋
の
外
ま
で
み
ゆ
る
か
な
明
石
の
浦
の
明
ほ
の
,
空
｣
(
『守
覚
法
王
家
五

十
首
』
)
の
よ
う
に
断
切
感
の
深
い
三
句
切
れ
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
､
果
て
し
な

-
広
が
る
風
景
を
内
包
し
た
歌
を
つ
-
る
よ
う
に
な
る
｡
な
お
そ
こ
に
は
主
情
的

性
格
に
お
い
て
俊
成
ら
し
い
限
界
が
見
ら
れ
る
が
､
彼
な
り
に
表
現
の
発
展

･
深

化
が
企
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
が
､
そ
れ
は
続
稿
で

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

(付
記
)引
用
し
た
テ
キ
ス
-
は
､
歌
論
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
(風
間
書
房
)､

和
歌
は

『歌
論
集
』
(小
学
館
)
所
収
の

『古
来
風
体
抄
』
､
『八
代
集
抄
』
の
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『古
今
集
』
『後
撰
集
』
'
『
千
載
和
歌
集
』
(笠
間
書
院
)'
『新
訂

新
古
今

和
歌
集
』
(岩
波
文
庫
)､
私
家
集

の
和
歌
は

『
私
家
集
大
成
』
中
古
H
､
百

首
歌
は
『新
校

群
書
類
従
』
｡
表
記
は
私
意
に
よ
り
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

注

(
1
)

最
近
の
画
期
的
句
切
れ
論
は
'
石
川
常
彦
氏

｢
『は
か
な
し
や
｣
稿
-

新
古

今
的
初
句
切
れ
の
論
の
た
め
に
-
-

｣
(
『武
庫
川
Bjl文
』
第
五
号

昭
和
四
八
年

三
月
)な
ど

一
連
の
論
稿
｡
川
平
均
氏
｢
和
歌
の
初
句
五
文
字
を
の
ち
に
置
-
こ

と
-

l
詠
作
技
法
の
諸
相
と
俊
成

･
定
家
の
表
現
意
識
-

｣
(
『中
世
文
学

資

料
と
論
稿
』
所
収

昭
和
五
三
年
十

一
月
)な
ど

一
連
の
論
稿
｡
こ
れ
ら
の
紹

介
に
つ
い
て
は
'
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

新
古
今
和
歌
集
』
の
一
九
六
､

七
頁
に
詳
し
い
｡
や
や
以
前
の
も
の
と
し
て
は
'
風
巻
景
次
郎
氏
｢
『新
古
今
集
』

の
特
質
と
時
代
的
傾
向
｣
(『新
古
今
時
代
』
所
収
)
で
､
一
句
切
れ
､
名
詞
止
め
､

と
-
に
三
句
切
れ
を
｢論
理
的
意
味
の
統

一
を
無
視
し
て
'
情
調
の
表
現
を
計

っ

た
も
の
｣
と
す
る
｡
西
郷
信
綱
氏
｢新
古
今
の
世
界
｣
(
『増
補

詩
の
発
生
』
所

収
)
で
は
'
上
･下
旬
の
独
立
性
を
｢上
の
句
と
下
の
句
と
が
た
が
い
に
映
発
し
'

反
擬
し
､
昭
応
し
つ
つ
一
首
を
構
成
す
る
に
至
っ
て
新
古
今
的
様
式
が
で
き
あ

が
っ
て
-
る
｣
と
す
る
｡
ま
た
､
永
積
安
明
氏
｢
日
本
文
学
に
お
け
る
中
世
｣
(
『中

世
文
学
の
可
能
性
』
所
収
)
は
定
家
の
｢句
切
れ
の
方
法
｣
に
中
世
和
歌
の
成
立

を
見
'
｢
一
句

一
句
が
厚
着
的
に
連
続
し
｣､
｢
漸
層
的
に
詠
嘆
の
流
れ
を
高
め
つ

つ
こ
れ
を
内
面
に
収
敷
す
る
と
い
っ
た
､
伝
統
的
な
和
歌
的
拝
情
の
あ
り
か
た

を
破
壊
｣
し
た
と
す
る
｡
本
稿
は
そ
れ
ら
の
論
稿
を
踏
ま
え
て
､
俊
成
か
ら
定
家

へ
と
継
承
さ
れ
る
表
現
の
変
革
史
を
わ
ず
か
な
が
ら
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
O

(
二
)

こ
う
い
う

八
の
)
の
多
用
は
詠
歌
上
の
｢病
｣
に
あ
た
ら
な
い
か
と
い
う
問
題

が
出
て
-
る
が
､
俊
成
は
『住
吉
歌
合
』
で
｢津
の
国
の
昆
陽
の
旅
寝
に
時
雨
し

て
何
か
は
漏
ら
む
葦
の
八
重
葦
き
｣
(頼
輔
)
に
'
｢歌
合
に
は
同
じ
文
字
､
四
つ

あ
り
な
ど
'
古
-
は
と
が
め
た
る
を
り
L
も
あ
れ
ど
､
八
の
)
の
字
､
四
つ
あ
る

は
'
こ
と
に
と
が
と
聞
こ
え
ず
｣
と
認
め
て
い
る
｡
古
-
は
｢病
｣
と
し
た
と
い

う
の
は
､
寛
治
八
年
の
『高
陽
院
七
首
歌
合
』
の
経
信
判
に
対
す
る
筑
前
の
論
難
､

｢
同
じ
文
字
三
文
字
は
あ
り
な
む
O
四
文
字
は
お
は
や
け
歌
に
は
､そ
詠
ま
じ
｣
を

指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
種
々
の
禁
制
を
そ
の
ま
ま
取
-
集
め
て
い
る

清
輔
の
『初
学
抄
』
な
ど
を
も
意
識
し
て
の
こ
と
か
｡
と
も
か
-
俊
成
の
言
に
従

え
ば
'
下
旬
の
八
の
)
多
用
は

｢病
｣
で
は
な
い
｡
同
種
の
発
言
は

『
六
百
番
歌

合
』
判
詞
に
も
見
え
る
｡

(三
)

岩
津
資
雄
氏

『歌
合
の
歌
論
史
的
研
究
』

(四
)

｢
-
-
の
歌
の
体
を
絵
に
か
き
､
さ
る
方
よ
-
茸
を
た
の
み
し
ま

ゝ
'
此
歌
を

数
返
吟
じ
み
る
に
､
歌
表
は
何
の
む
つ
か
し
き
こ
と
も
な
-
聞
え
て
､
し
か
も
歌

の
中
に
は
無
尽
の
面
白
き
事
を
ふ
-
み
し
な
り
｡
よ
き
歌
は
大
方
此
の
様
な
る

も
の
な
-
｡
｣
絵
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
ゆ
え
に
歌
の
面
白
さ
が
わ
か

る
と
い
う
と
こ
ろ
｡
近
代
の
注
釈
に
お
い
て
も
こ
の
歌
は
絵
画
的
性
格
を
も
つ

と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
｡

(五
)

下
旬
八
の
)
連
接
形
態
に
伴
う
上
旬
の
'
初
句
切
れ
'
二
句
切
れ
'
三
句
切
れ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
つ
い
て
は
続
稿
に
ま
わ
す
｡

(
六
)

浅
沼
圭
司
氏
は
『映
ろ
ひ
と
戯
れ
』
の
な
か
で
､
定
家
の
下
旬

｢浦
の
と
ま
や

の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
｣
に
つ
い
て
､
｢
下
二
句
に
お
け
る

『
の
』
の
反
覆
に
よ
る
進

行
的
リ
ズ
ム
と
は
'
こ
の
不
在
の
確
認
の
深
化
の
リ
ズ
ム
で
あ
-
'
認
識
内
容
が

骨
肉
化
さ
れ
､

一
種
の

『主
観
的
意
義
』
(S
u
b
je
k
tsb
e
d
e
u
t亡
n
g)
を
獲
得
し

て
行
-
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
｣
と
述

べ
て
い
る
｡
式
子
の
歌
も
､
ほ
ぼ
同
じ

性
質
が
あ
る
｡

(七
)

福
田
百
合
子
氏
｢式
子
内
親
王
の
美
的
世
界
｣
(
『
日
本
文
芸
研
究
』
第

一
〇
巻

第
三
号

昭
和
三
三
年
九
月
)'
同
｢式
子
内
親
王
の
歌
風
に
つ
い
て
｣
(
『
山
口

短
大
研
究
報
告
』
第
四
号

昭
和
三
〇
年
八
月
)｡
な
お
'
｢
眺
め
｣
の
精
神
的
に

成
立
す
る
背
景
を
'
拙
論
｢式
子
内
親
王
に
お
け
る
(寡
)
の
歌
の
基
底
｣
(
『文

芸
研
究
』
第

一
〇

一
集

昭
和
五
七
年
九
月
)
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡

(八
)

久
保
田
淳
氏

『新
古
今
和
歌
集
仝
評
釈
』
第
二
巻
二
九
二
頁
｡
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