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後
撰
集
の
中
か
ら
は
'

二
三

の
枕
詞

(枕
詞
か
否
か
判
断
に
苦
し
む
も
の

の
若
干
を
含
め
最
大
限
)
と
八
例
の
異
名
が
見
出
さ
れ
る
｡
此
の
う
ち
古
今
集

の
歌
人
が
用
い
た
も
の
は
三
八
例

(う
ち
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
も
の
三
例
)～

後
挟
集
初
見
の
歌
人
の
も
の
は
二
九
例
'
そ
の
他
読
み
人
し
ら
ず
歌
に
六
四
例

で
あ
り
'
枕
詞
数
を
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
総
歌
数
で
臨
し
て
'
お
の
お
の
使
用

の
百
分
比
を
求
め
る
と
'
古
今
集
の
歌
人
が

一
〇

･
六

(六
歌
仙
時
代

二

･

五
'
撰
者
時
代

一
〇

･
五
)'

後
撰
集
歌
人
の
場
合
は
八
･
四
'
読
み
人
し
ら

ず
歌
が
九

二
一な

る
結
果
が
得
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
後
撰
集
に
あ
っ
て
も
'

一
〇
首
に
一
つ
の
割
合
で
特
に
数
多
く
の
枕
詞
を
用
い
た
古
今
集
の
歌
人
の
使

用
の
実
態
が
ま
ず
注
目
さ
れ
て
-
る
｡
も
っ
と
も
古
今
集
の
歌
人
が
用
い
た
三

八
の
枕
詞
に
は
'

｢
足
引
の
｣
六
例
'

｢
石
の
上
｣

｢
む
は
玉
の
｣
各
三
例
'

｢唐
こ
ろ
も
｣

｢
白
露
の
｣

｢
千
早
振
る
｣
各
二
例
の
外
'

｢あ
し
た
づ
の
｣

｢
空
蝉
の
｣

｢草
枕
｣

｢
自
浪
の
｣

｢
玉
の
緒
の
｣

｢
久
方
の
｣
各

一
例
と
'

慣
用
的
な
旧
来
の
枕
詞
の
用
法
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
二
四
例

(六
三
%
)
も
含

ま
れ
て
い
る
が
'

一
方

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

桜
花
今
日
よ
-
見
て
ん
-
れ
竹
の
一
夜
の
ほ
ど
に
ち
り
も
こ
そ
す
れ

(五

四
)

ヽ
ヽ
ヽ

ふ
り
ぬ
と
て
い
た
-
な
わ
び
そ
春
雨
の
た
ゞ
に
や
む
べ
き
も
の
な
ら
な
く

に

(
八
〇
)

ヽ
ヽ
ヽ

恋
し
き

に消

え
か
へ
り
つ
ゝ
朝
露
の
け
さ
は
お
き
ゐ
む
心
地
こ
そ
せ
ね

(七
二
一
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
ら
雪
の
け
さ
は
つ
も
れ
る
思
ひ
か
な
あ
ほ
で
ふ
る
よ
の
程
も
へ
な
く
に

(
一
〇
七

一
)

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

し
ら
雪
の
つ
も
る
お
も
ひ
も
た
の
ま
れ
ず
は
る
よ
り
後
は
あ
ら
じ
と
恩
へ

は

(
一
〇
七
二
)

は
詞
書
か
ら

み
て
'
い
ず
れ
も
嘱
目
に
よ
る
詠
法
で
'
詠
歌
の
場
所
に
見
ら
れ

た
景
物
を
実
景
描
写
か
枕
詞
的
使
用
法
か
判
別
し
か
ね
る
程
巧
み
に
用
い
て
'

縁
語
の
中
へ
こ
れ
ら
の
枕
詞
を
繰
り
入
れ
た
場
合
で
あ
り
'

ヽ
ヽ
ヽ

秋
霜
の
立
ち
野
の
駒
を
ひ
-
時
は
心
に
の
り
て
君
ぞ

こ
ひ
し
き

(
三
六

七
)

ヽ
ヽ

梓
弓
い
る
さ
の
山
は
秋
ぎ
り
の
あ
た
る
ご
と
に
や
色
ま
さ
る
ら
ん

(三
七

九
)
ヽ
ヽ

唐
錦
た
っ
た
の
山
も
今
よ
り
は
も
み
ぢ
な
が
ら
に
と
き
は
な
ら
な
ん

(≡

八
五
)

ヽ
ヽ

唐
衣
た
っ
た
の
山
の
も
み
ぢ
ば
ゝ
は
た
も
の
も
な
き
錦
な
り
け
り

(三
八



25

六
)

3

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

玉
か
づ
ら
葛
城
山
の
紅
葉
々
ほ
お
も
か
げ
に
の
み
見
え
渡
る
か
な

(三
九

こ
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す

み

ぞ
め
の
く
ら
ま
の
山
に
い
る
人
は
た
ど
る
た
ど
る
も
か
へ
り
き
な
な

ん

(八
三
三
)

は
初
句
の
枕
詞
が
'
い
ず
れ
も
二
句
の
歌
枕
に
或
る
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
超

わ
ら
せ
'
更
に
一
首
全
体
に
枕
詞
の
語
意
が
持
つ
情
調
を
漂
わ
せ
た
技
巧
的
な

用
法
で
あ
っ
て
'
た
と
え
こ
れ
ら
の
枕
詞
の
中
に
'
既
に
万
葉
集
や
古
今
集
に

見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
'
そ
れ
ぞ
れ

一
首
の
中
で
個
性
的
に
工
夫
を
凝

ら
し
た
用
法
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
外
に
も
'

ヽ
ヽ
ヽ

暁
の
な
か
ら
ま
し
か
は
白
露
の
起
き
て
わ
び
し
き
別
れ
せ
ま
L
や

(八
六

三
)

の
貫
之
の
歌
の
返
し
と
し
て
'ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

起
き
て
ゆ
-
人
の
心
を
し
ら
露
の
わ
れ
こ
そ
ま
づ
は
思
ひ
き
え
ぬ
れ

(
八

六
四
)

ヽ
ヽ

と
'
前
歌
に
触
発
さ
れ
て
枕
詞
を
縁
語
の
中
核
に
据
え
､
し
か
も
枕
詞
の
し
ら

の
部
分
を
懸
詞
と
し
て
上
の
句
と
下
の
句
の
結
合
を
も
く
ろ
ん
だ
詠
法
や
'

ヽ
ヽ

人
心
あ
ら
し
の
風
の
さ
む
け
れ
ば
こ
の
め
も
見
え
ず
枚
ぞ
し
は
る
る

(
1

二
八
三
)

と
'
嘱
目
の
景
物
を
巧
み
に
詠
み
込
み
'
景
情
調
和
の
捺
沙
た
る
情
調
を
か
も

し
出
す
如
何
に
も
伊
勢
ら
し
い
枕
詞
､
そ
れ
と
同
趣
の
'
仲
平
公
の
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

よ
を
う
み
の
あ
わ
と
消
え
ぬ
る
身
に
し
あ
れ
ば
恨
む
る
事
ぞ
か
ず
な
か
り

け
る

(六
一
八
)

な
ど
'
多
彩
を
き
わ
め
'
古
今
集
同
様
そ
れ
ぞ
れ
古
今
的
特
徴
を
よ
く
示
し
て

い
る
と
言
え
る
｡

後
撰
集
初
出
の
歌
人
が
用
い
て
い
る
枕
詞

の
場
合
も
'

｢
足
引
の
｣
五
例

｢
あ
ら
た
ま
の
｣

｢
し
ら
露
の
｣
各
三
例
'

｢
玉
櫛
笥
｣

｢
千
早
振
る
｣
各
二

例
'

｢青
柳
の
｣

｢
唐
こ
ろ
も
｣

｢
呉
竹
の
｣

｢花
す
す
き
｣

｢
久
方
の
｣
各

一
例
と
'
二
〇
例
の
枕
詞
は
'
旧
来
の
伝
統
的
な
用
法
で
何
等
新
鮮
な
個
性
的

用
法
を
感
じ

さ
せ
な
い
の
で
あ
る
｡
が
し
か
し
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

逢
ふ
事
の
夜
々
を
へ
だ
つ
る
く
れ
竹
の
ふ
し
の
数
な
き
恋
も
す
る
哉

(六

七
四
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
さ
り
火
の
よ
る
は
は
の
か
に
か
-
し
っ
ゝ
有
り
へ
ば
恋
の
下
に
け
ぬ
べ

し

(六
八
二
)

ヽ
ヽ
ヽ

あ
ふ
事
を
い
ざ
ほ
に
出
な
ん
し
の
蒋
し
の
び
は
つ
べ
き
も
の
な
ら
な
-
に

(七
二
八
)

ヽ
ヽ

唐
衣
か
け
て
た
の
ま
ぬ
時
ぞ
な
き
人
の
つ
ま
と
は
思
ふ
も
の
か
ら

(七
四

七
)

な
ど
恋
の
歌
に
集
中
し
て
見
出
さ
れ
る
枕
詞
に
は
'
古
今
集
に
見
ら
れ
な
い
特

徴
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
い
ず
れ
も
古
歌
の
世
界
で
確
立
さ
れ
た

既
製
の
'
歌
ら
し
い
表
現
に
依
り
か
か
り
'
既
製
の
表
現
を
利
用
し
な
が
ら
'

あ
た
か
も
本
歌
取
り
の
場
合
の
如
く
景
情

一
致
の
幅
湊
す
る
歌
境
を
巧
み
に
形

成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
'
六
七
四

･
七
二
八
番

は
'

｢
く
れ
竹
の
-

よ
｣

｢
し
の
蒋
-

ほ
｣
と
い
う
既
製
の
被
枕
詞
と
の

接
続
関
係
を
逆
に
利
用
し
て
'
こ
の
歌
の
場
合
の
被
枕
詞
に
あ
た
る

｢
世
々
｣

｢
は
に
出
で
な
ん
｣
を
枕
詞
の
表
わ
れ
る
前
の
上
の
句
に
用
い
'
新
た
に

｢
ふ

し
の
数
な
き
｣

｢
し
の
び
は
つ
べ
き
｣
と
い
う
被
枕
詞
と
接
合
さ
せ
る
事
に
よ

っ
て
'

一
首
全
体
の
縁
語
の
連
関
を
よ
り
強
固
に
し
て
い
る
｡
し
か
も
こ
の
両

首
が
竹
や
薄
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
く
'
恋
愛
心
理
の
微
妙
な

一
面
を
竹

･
薄
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
具
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
巧
み
さ
は
注
目
に
価

い
す
る
｡
更
に
六
八
二
･
七
四
七
番
も
伝
統
的
な
古
歌
や
故
実
を
下
敷
き
に
し

な
く
て
は
詠
み
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
六
八
二
番
の

｢
い
さ
り
火
の
｣
な



枕詞私見 (その三)一･平安時代の枕詞-

る
歌
詞
は
'
万
葉
集
に
三
例
有
る
が
そ
の
内
二
例
は
'

志
珂
の
白
水
郎
の
釣
し
燭
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
む
よ
し
も
が
な

(三

1
七
〇
)

鮪
衝
く
と

海人

の
と
も
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
出
だ
さ
む
わ
が
下
念
を

(四
二
一
八
)

と
'

｢
い
さ
り
火
の
｣
を
序
詞
の
一
部
に
用
い
恋
の
詞
と
し
て
い
る
｡
万
葉
の

二
例
が
巻

一
二
と
家
持

(巻

1
九
)
の
詠
で
あ
り
'
外
に
も
巻
三
に
頬
歌
へ

見
渡
せ
ば
明
石
の
浦
に
と
も
す
火
の
は
に
ぞ
出
で
ぬ
る
妹
に
恋
ふ
ら
く

(三
二
六
)

が
あ
る
か
ら
'
こ
の

｢
い
さ
り
火
｣
及
び
同
趣
の

｢
と
も
す
火
｣
は
'
恋
の
贈

答
に
使
用
す
る
類
型
表
現
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
O
後
撰
集
で

藤
原
忠
国
が
枕
詞
と
し
て
用
い
た

｢
い
さ
り
火
の
｣
の
場
合
も
こ
の
系
統
に
入

り
'
既
製
の
伝
統
的
な
類
型
表
現
を
彼
は
巧
み
に
利
用
し
て
こ
れ
を
枕
詞
と
し

た
詠
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

右
近
が
用
い
た

｢
唐
衣
｣
の
場
合
も
'

｢
八
代
集
抄
｣
に

衣
は
'
衣
架
に
掛
る
物
な
れ
ば
'
枕
詞
に
お
け
り
｡
人
の
妻
と
は
思
ひ
な

が
ら
'
猶
か
け
て
頼
む
と
也
｡

と
注
す
る
意
図
に
よ
る
枕
詞
で
は
あ
る
が
'
こ
の
歌
は
業
平
の
'

唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

と
い
う
名
歌
の
存
在
な
く
し
て
は
詠
み
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の

よ
う
に
後
撰
集
歌
人
の
用
い
た
枕
詞
を
整
理
し
て
-
る
と
'
彼
等
の
枕
詞
は
'

古
今
集
に
見
ら
れ
た
縁
語
の
中
へ
枕
詞
を
繰
り
入
れ
て
行
く
技
巧
的
な
用
法
と

旧
来
の
慣
用
的
な
用
法
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
が
'
中
に
は
古
歌
の
既
製

表
現
を
踏
ま
え
'
そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
新
し
い
枕
詞
の
用
法
の
新
芽
を
含
ん

で
き
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
後
撰
集
初
出
の
歌
人
の
場
合
に
は
'
集
中
に

新
し
い
枕
詞
と
し
て
こ
の
外
に
'

｢
く
れ
ほ
と
り
と
い
ふ
あ
や
を
ふ
た
む
ら
つ

ゝ

み
て
｣
都
で
帰
り
を
待
つ
女
の
許
へ
託
し
て
詠
ん
だ
清
原
諸
共
の
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

く
れ
は
と
り
あ
や
に
恋
し
-
有
り
し
か
は
ふ
た
む
ら
山
も
こ
え
ず
な
り
に

き

(七

二
二
)

(
こ
の
枕
詞
は
現
存
資
料
で
は
後
撰
集
の
こ
の
詠
が
初
見
で
'
そ
の
後
は
長
能

が
'

｢
花
山
院
の
御
鼎
九
日
'
人
く

あ
は
れ
な
る
も
の
が
た
り
な
ど
し
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

-
れ
ほ
と
り
あ
や
の
衣
の
そ
で
な
れ
ば
か
は
く
も
の
と
や
人
の
み
る
ら
ん

《桂
官
本
長
能
集
七
七
》｣

と
用
い
た
外
'
散
木
奇
歌
集
'
嘉
応
二
年

1
0
月
九
日
散
位
敦
頗
住
吉
社
歌
合

等
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
)
の
詠
が
あ

り
'
敦
忠
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
け
水
の
い
ひ
出
づ
る
こ
と
の
か
た
け
れ
ば
み
ご
も
り
な
が
ら
年
ぞ
へ
に

け
る

(八
九

一
)

の
枕
詞

｢
い
け
水
の
｣
も
､
こ
れ
迄
見
ら
れ
な
か
っ
た
枕
詞
で
あ
る
｡
更
に
へ

大
輔
と
の
贈
答
で
朝
恩

･
大
輔

･
道
風
が
用
い
た
'

ヽ
ヽ
ヽ

い
た
づ
ら
に
立
ち
帰
り
に
し
自
浪
の
な
ご
り
に
袖
の
ひ
る
時
も
な
し

(八

八
五
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
に
ゝ
か
は
袖
の
ぬ
る
ら
ん
し
ら
波
の
名
残
あ
り
げ
も
見
え
ぬ
心
を

(八

八
六
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
に
は
め
に
み
つ
と
は
な
し
に
芦
の
ね
の
よ
の
み
ぢ
か
-
て
あ
く
る
わ
び

し
さ

(八
八
八
)

の
枕
詞
は
､
被
枕
詞
と
の
接
合
に
新
し
い
工
夫
が
認
め
ら
れ
'
彼
等
の
用
い
た

枕
詞
が

一
面
巧
智
性
に
富
み
創
造
力
を
蔵
し
て
い
た
事
が
指
摘
で
き
る
｡

読
み
人
し
ら
ず
歌
の
枕
詞
は
'
六
四
例
と
集
中
最
も
多
い
｡
こ
の
中
に
も
'

勿
論

｢
足
引
の
｣
六
例
へ

｢あ
ら
玉
の
｣

｢
千
早
振
る
｣
各
四
例
'

｢唐
こ
ろ

も
｣

｢
し
ら
露
の
｣

｢
玉
か
づ
ら
｣
各
二
例
'

｢
う

つ
蝉

の
｣

｢
か
げ
ろ
ふ

の
｣

｢
草
枕
｣

｢
さ
さ
が
に
の
｣

｢
し
ら
雲
の
｣

｢
し
ら
波
の
｣

｢
玉
だ
れ
の

｣

｢
な
よ
竹
の
｣

｢
は
つ
雁
の
｣

｢春
の
日
の
｣

｢
む
ば

た
ま

の
｣
各

一
例
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と
へ
三

一
例
が
全
く
旧
来
通
り
の
慣
用
的
な
枕
詞
で
あ

る
点

は
'
古
今
集
歌

人
'
後
撰
集
初
見
の
歌
人
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
読
み
人
し

ら
ず
歌
の
場
合
'
こ
う
し
た
慣
用
的
枕
詞
は
半
数
に
満
た
ず
'
際
立
っ
て
少
な

い
の
が
特
徴
で
あ
り
'
読
み
人
し
ら
ず
歌
に
目
立
つ
枕
詞
の
用
法
と
は
'
所
謂

嘱
目
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
用
例
が
非
常
に
多
い
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

ヽ
ヽ

我
を
こ
そ
と
ふ
に
う
か
ら
め
春
霞
花
に
つ
け
て
も
た
ち
よ
ら
ぬ
哉

(
一
一

三
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ゆ
き
か
へ
る
や
そ
う
ぢ
人
の
玉
か
づ
ら
か
け
て
ぞ
た
の
む
挙
て
ふ
名
を

(
一
六

一
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
も
い
ふ
な
あ
だ
人
の
葵
て
ふ
な
は
み
そ
ぎ
に
ぞ
せ
し

(
1
六
二
)

ヽ
ヽ
ヽ

白
露
の
を
く
に
あ
ま
た
の
声
す
れ
ば
花
の
色
々
有
る
と
し
ら
な
ん

(
二
九

三
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

置
く
つ
ゆ
の
か
か
る
物
と
は
恩
へ
ど
も
か
れ
せ
ぬ
物
は
な
で
し
こ
の
花

(
大
九
九
)

ヽ
ヽ

唐
衣
た
つ
を
を
し
み
し
心
こ
そ
ふ
た
む
ら
山
も
こ
え
ず
な
り
に
き

(
七

一

四
)
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

お
く
露
の
あ
か
つ
き
お
き
を
思
は
ず
は
君
が
よ
ど
の
に
夜
が
れ
せ
ま
L
や

(九

一
五
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
ざ
や
ま
た
人
の
心
も
し
ら
露
の
お
く
に
も
と
に
も
柚
の
み
ぞ
ひ
づ

(九

六
五
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
が
原
や
伏
見
の
里
の
あ
れ
L
よ
り
か
よ
ひ
し
人
の
あ
と
も
た
え
に
き

(
一
〇
二
五
)

ヽ
ヽ
ヽ

か
へ
り
て
は
声
や
た
が
は
ん
笛
竹
の
つ
ら
き
ひ
と
よ
の
か
た
み
と
思
へ
ば

(
一
一
八
五
)

ヽ
ヽ
ヽ

一
ふ
し
に
う
ら
み
な
は
て
そ
笛
竹
の
声
の
う
ち
に
も
お
も
ふ
心
あ
り

(
一

一
八
六
)

こ
れ
ら
旧
来
の
慣
用
的
枕
詞
が
半
数
以
下
で
嘱
目
の
枕
詞
が
目
立
つ
特
散
は
'

前
稿
で
触
れ
た
六
歌
仙
時
代
の
歌
'
貫
之
の
嚢
の
歌
'
伊
勢
の
歌
な
ど
に
共
通

し
て
見
ら
れ
る
嚢
の
歌
の
枕
詞
の
特
徴
的
な
用
法
で
あ
り
'
こ
の
現
象
は
古
今

集
時
代
の
賓
の
歌
の
枕
詞
が
後
撰
集
の
読
み
人
し
ら
ず
歌
へ
と
確
実
に
継
承
さ

れ
て
い
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
得
る
｡
後
撰
集
の
半
数
以
上
を
占

め
る
読
み
人
し
ら
ず
歌
は
'
多
く
贈
答
歌
で
あ
り
'
平
兼
盛

･
清
原
元
締
の
歌

が
読
み
人
し
ら
ず
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
推
し
て
'
お
そ
ら
-

大
半
が
撰
集
当
時
の
人
々
の
作
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
枕
詞
に
現
わ
れ
た
特

徴
か
ら
こ
れ
を
窺
う
な
ら
ば
'
以
下
に
触
れ
る
諸
点
か
ら
し
て
古
今
集
の
撰
者

時
代
以
後
'
わ
け
て
も
後
撰
集
の
撰
者
時
代
の
も
の
で
あ
る
事
が
推
定

で
き

る
｡
す
な
わ
ち
'
枕
詞
が
縁
語
の
中
に
繰
り
入
れ
ら
れ
'
或
る
場
合
に
は
一
首

の
要
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が

一
九
例
も
認
め
ら
れ
る
｡

し
か
も
そ
の
技
巧
は
複
雑
化
し
､
更
に
は
古
今
集
の
撰
者
時
代
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
後
撰
集
独
自
の
用
法
す
ら
見
出
さ
れ
る
.
そ
れ
は
先
き
に
言
及
し
た
古

歌
の
世
界
で
確
立
し
て
い
る
歌
ら
し
い
表
現
に
依
り
か
か
り
な
が
ら
'
そ
れ
を

利
用
し
て
枕
詞
と
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
用
例
は
'ヽ

ヽ
ヽ

帰
る
雁
雲
路
に
ま
ど
ふ
声
す
な
り
霞
ふ
き
と
け
こ
の
め
春
風

(
六

〇
)

ヽ
ヽ

見
そ
め
ず
て
あ
ら
ま
し
物
を
唐
衣
た
つ
名
の
み
し
て
き
る
よ
な
き

哉
(
五

四
〇
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ

こ
の
め
は
る
春
の
山
田
を
打
返
し
思
ひ
や
み
に
し
人
ぞ
こ
ひ
し
き

(
五
四

五

)

ヽ
ヽ

よ
も
す
が
ら
ぬ
れ
て
わ
び
つ
る
唐
衣
逢
坂
山
に
み
ち
ま
ど
ひ
し
て

(六
二

三
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ね
に
な
け
ば
人
わ
ら
へ
也
く
れ
竹
の
世
に
へ
ぬ
を
だ
に
か
ち
ぬ
と
恩
は
ん

(九
〇
八
)



枕詞私見 (その三)一平安時代の枕詞-

ヽ
ヽ

き
て
帰
る
名
を
の
み
ぞ
立
つ
唐
衣
し
た
ゆ
ふ
紐
の
心
と
け
ね
ば

(九
四

九
)

ヽ
ヽ
ヽ

ぬ
れ
つ
ゝ
も
く
る
と
見
え
L
は
夏
引
の
て
び
き
に
た
え
ぬ
い
と
に
や
有
り

け
ん

(九
七
七
)

ヽ
ヽ
ヽ

一
ふ
し
に
う
ら
み
な
は
て
そ
笛
竹
の
声
の
う
ち
に
も
思
ふ
心
あ
り

(
一
一

八
六
)

が
あ
り
'
後
撰
集
初
見
の
歌
人
と
同
じ
'
こ
れ
ら
特
徴
的
な
現
象
を
示
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡

片
桐
洋

一
氏
は

｢後
挟
和
歌
集

の
本
性
｣

(国
語
国
文

･
昭
和
三

一
年
五

月
)
な
る
御
論
考
に
お
い
て
'
後
撰
集
は
未
定
稿
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
'
裏
の
歌

を
中
心
と
し
て
集
め
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
｡
更
に
氏
は

｢後
挟
和
歌

集
表
現
考
｣

(女
子
大
文
学

･
第

1
六
号

･
昭
和
三
九
年

一
一
月
)
で
'
膨
大

な
証
歌
を
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
'
扉
風
歌
や
歌
合
の
歌

･
撰
者
を
含
め
た
当
代
専

門
歌
人
の
歌
を
表
立
っ
て
は
採
ら
な
い
方
針
の
後
撰
集
は
'
索
の
歌
の
集
で
あ

り
'
嚢
の
歌
の
持
つ
実
用
的
役
目
か
ち
'
①
古
歌
利
用
の
表
現
の
頻
用
｡
㊥
こ

と
ば
中
心
の
本
歌
取
の
歌
が
極
め
て
多
い
.
㊦
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
な
っ

て
出
来
上
っ
た
熟
語

･
慣
用
句
が
甚
だ
多
い
｡
等
表
現
上
の
特
徴
を
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
｡
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
後
撰
集
の
表
現
上
の
特
徴
①
㊥
㊦
は
'
い
ず
れ

も
本
稿
が
分
析
し
て
き
た
枕
詞
に
認
め
ら
れ
る
後
撰
集
の
特
徴
と
合
致
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
枕
詞
の
み
の
面
か
ら
見
れ
ば
'
比
率
か
ら
し
て
最
も

多
量
に
枕
詞
を
用
い
た
の
は
古
今
集
の
歌
人
で
あ
り
'
し
か
も
拭
び
出
さ
れ
た

歌
の
枕
詞
が
古
今
集
と
全
く
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
事
か
ら
'
そ
の
枕
詞
は

古
今
集
の
枕
詞
の
継
承
で
あ
り
'
嚢
の
歌
で
は
古
今
集
時
代
に
較
べ
'
技
法
の

多
様
化
'
深
化
が
目
論
ま
れ
'
古
今
集
以
上
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
事
が

明
ら
か
に
な
る
｡

二

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
嚢
の
歌
に
認
め
ら
れ
る
後
撰
集
的
特
色
の
枕
詞
の
技

法
と
は
'
枕
詞
が
本
来
そ
の
修
辞
特
性
と
し
て
持
つ
筈
の

｢
全
体
の
文
意
と
は

直
接
に
意
味
的
連
関
が
な
く
'
単
に
主
想
の
一
部
を
表
現
に
導
く
た
め
に
そ
の

詞
句
を
修
辞
す
る
詞
で
あ
り
｣

｢
通
常
五
音
節

1
句
か
ら
な
る
｣

(以
上

｢和

歌
文
学
大
辞
典
｣
の
枕
詞
の
項
に
よ
る
)
意
味
の
非
実
意
性
を
喪
失
し
'
通
常

の
歌
詞
の
中
へ
枕
詞
を
埋
没
さ
せ
て
行
-
方
向
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
｡

こ
の
事
は
例
え
ば
先
に
掲
げ
た
後
撰
集
恋
二
の
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

逢
ふ
事
の
夜
々
を
へ
だ
つ
る
-
れ
竹
の
ふ
し
の
数
な
き
恋
も
す
る
哉

(六

七
四
)

な
る
藤
原
清
正
の
歌
な
ど
か
ら
端
的
に
窺
わ
れ
る
｡
清
正
は
'
上
の
句
の

｢
夜

々
を
隔
つ
る
｣
に

｢節
々
を
隔
つ
る
｣
意
を
懸
け
'
更
に

｢暮
れ
｣
と
の
懸
詞

の
中
か
ら

｢
く
れ
竹
｣
を
導
き
出
し
'

｢
く
れ
竹
の
｣
の
被
枕
詞

｢
ふ
し
｣
か

ら

｢
ふ
し
の
数
な
き
｣
以
下
の
下
の
句
を
強
-
結
び
付
け
'
こ
の
よ
う
に
し
て

構
成
し
た
竹
の
縁
語
の
醸
し
出
す
竹
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
へ
'

｢
連
夜
を
あ
ま
た

隔
て
数
し
ら
ぬ
恋
す
る
と
い
ふ
心
｣

(
八
代
集
抄
)
を
具
象
し
ょ
う
と
し
て
い

る
｡
本
稿
で
は
'

1
首
の
主
想
は
飽
く
迄
恋
の
心
情
で
あ
り
'
竹
に
遣
わ
る
縁

語
は
副
想
で
あ
り
'

｢
-
れ
竹
の
｣
は
一
首
全
体
の
主
な
る
文
意
と
は
直
接
意

味
的
関
係
を
持
た
な
い
の
で
'
こ
れ
を
枕
詞
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る
が
'
見
方

を
変
え
れ
ば
'
恋
の
情
緒
の
す
べ
て
は
こ
の
枕
詞

｢
く
れ
竹
の
｣
が
繰
り
出
す

縁
語
の
中
で
具
象
化
さ
れ
た
と
受
け
取
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
清
正
は
'
古

今
集
時
代
以
後
多
く
の
歌
人
に
よ
っ
て
'
被
枕
詞
と
の
連
接
な
ど
か
ら
形
成
し

て
き
た
縁
語
と
'
そ
れ
に
起
あ
る
竹
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
に
利
用
し
て
こ
の
1
首

を
詠
ん
だ
｡
こ
れ
は
'
地
名
と
既
に
定
め
ら
れ
た
特
定
の
景
物
と
か
ら
な
る
歌
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枕
の
醸
し
出
す
情
調
を
手
掛
り
に
歌
を
詠
む
態
度
と
何
等
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

3

い
で
あ
ろ
う
｡
後
撰
集
で
清
正
の
詠
に
次
い
で
位
置
す
る
源
重
光
の
歌
枕
に
よ

る
詠
歌
で
こ
れ
を
校
べ
る
な
ら
ば
t

か
へ
り
け
ん
空
も
知
ら
れ
ず
を
は
捨
の
山
よ
り
出
で
し
月
を
見
し
ま
に

(六
七
六
)
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言
う
迄
も
な
く
重
光
は
'
大
和
物
語
の
燐
捨
伝
説
を
下
敷
に
L
t
歌
枕
の
定
め

た
景
物
の

｢
月
｣
を
恋
人
に
見
立
て
'

｢
女
の
強
面
き
に
慰
め
兼
て
'
帰
し
空

も
覚
え
ざ
り
し
｣

(八
代
集
抄
)
心
情
を
歌
枕
壊
捨
の
導
き
出
す
既
定
の
歌
詞

群
の
中
へ
託
そ
う
と
し
た
｡
こ
の
両
首
の
詠
歌
の
過
程
に
は
'
主
想
の
具
象
化

に
用
い
た
竹
や
壊
捨
伝
説
の
要
と
な
る
語
が
'
た
ま
た
ま
枕
詞
で
あ
っ
た
か
歌

枕
で
あ

っ
た
か
の
遣
い
以
外
に
は
何
等
の
相
違
点
は
見
当
ら
な
い
｡
こ
の
場
合

枕
詞

｢
-
れ
竹
の
｣
は
'
非
実
意
性
を
失
な
い
'
む
し
ろ
竹
の
イ
メ
ー
ジ
を

一

首
の
中
で
よ
り
明
確
に
す
る
為
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
人
為
的
に
実
意
性

を
拡
大
し
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
観
念
形
態
を
詠
歌
の
手
掛
り
と
す
る
歌
枕

と
同
じ
扱
い
で
あ
り
'
枕
詞
と
歌
枕
と
に
こ
こ
で
は
明
確
な
区
分

は
付
け
難

い
｡後

撰
集
時
代
枕
詞
と
歌
枕
と
は
混
同
さ
れ
易
い
状
態
に
あ
っ
た
｡
即
ち

一
〇

世
紀
後
半
に
あ
た
る
後
撰
集
と
相
前
後
す
る
頃
'
歌
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
浄

土
教
系
統
の
僧
侶
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る

｢喜
撰
式
｣
に

ょ
る
と
'
後
撰
集
の
時
代
'
枕
詞
が
異
名
と
呼
ば
れ
或
る
種
の
歌
語
と
同

一
視

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
｡

｢芳
詠
月
時

ひ
さ
か
た
と
云
｣

｢
若
詠

山
時

あ
し
ひ
き
と
云
｣
な
ど

｢喜
撰
式
｣
に
い
う

｢
若
詠
〇
時
｣
の
意
は
､

や
ゝ
時
代
は
下
る
が
'
お
そ
ら
く
藤
原
公
任
が

｢新
撰
髄
脳
｣
で
'

｢古
の
人

多
く
本
に
歌
枕
を
お
き
て
末
に
思
ふ
心
を
あ
ら
は
す
｣
と
記
す
意
識
に
近
い
も

H

の
と
思
わ
れ
る
｡
平
安
時
代
の
歌
枕
と
い
う
語
の
内
容
に
は
'
中
島
光
風
氏
の

考
証
に
よ
る
と
'
歌
詞

･
枕
詞

･
物
の
異
名

･
名
所

･
歌
題

･
景
物
'
或
い
は

作
歌
辞
典
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
意
味
が
あ
り
'
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か

日

け
て
名
所
の
意
味
に
内
容
が
固
定
さ
れ
て
行
く
と
い
う
が
'
多
岐
な
内
容
を
持

っ
て
い
た
平
安
時
代
の
場
合
に
は
'
当
然
今
皇

白
う
と
こ
ろ
の
枕
詞
も
名
所
も

歌
題
も
す
べ
て
歌
枕
と
呼
ば
れ
'
同
種
の
歌
詞
と
見
な
さ
れ
決
し
て
別
個
の
も

の
と
し
て
識
別
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
｡

北
住
敏
夫
氏
は
東
北
地
方
の
歌
枕
に
つ
い
て
'
①
名
所
に
特
定
の
景
物
が
取

合
さ
れ
る
も
の
で
'
あ
る
種
の
観
念
を
伴
な
う
こ
と
も
あ
る
｡
㊥
地
名
が
掛
詞

と
し
て
使
用
さ
れ
'
あ
る
種
の
観
念
を
生
ず
る
も
の
｡
㊦
地
名
が
縁
語
を
伴
な

臼

ぅ
も
の
｡
の
三
つ
の
現
に
分
け
ら
れ
'

更
に
小
町
谷
照
彦
氏
は
古
今
集
を
始
め

凹

と
す
る
三
代
集
に
つ
い
て
そ
の
具
体
相
を
詳
細
に
分
析
せ
ら
れ
､

｢
こ
の
よ
う

な
歌
枕
的
表
現
に
注
目
し
た
の
は
'
古
今
集
の
撰
者
た
ち
と
思
わ
れ
る
｡
歌
枕

は
'
叙
景
歌
は
と
も
か
く
と
し
て
恋
歌
で
そ
の
特
性
を
発
揮
し
'
後
撰
集
で
し

き
り
に
採
用
さ
れ
る
が
'
拾
遺
集
に
な
る
と
'
万
葉
集
の
靴
伝
歌
の
選
収
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'

一
つ
の
歴
史
的
意
識
を
持
っ
て
歌
枕
に
対
し
て
い
る
よ

ぅ
で
あ
り
'
こ
こ
で
歌
枕
の
表
現
機
能
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の

特
異
性
を
確
認
し
'
後
の
題
詠
形
式
へ
の
出
発
点
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た

凹

と
考
え
ら
れ
る
｣
と
'
歌
枕
に
よ
る
詠
歌
の
頂
点
を
後
撰
集
に
認
め
る
注
目
す

べ
き
結
論
を
下
し
て
お
ら
れ
る
｡
そ
し
て
既
に
述
べ
た
如
く
歌
枕

(地
名
)
と

枕
詞
と
が
当
時
混
同
L
t
歌
を
詠
む
場
合
の
用
法
で
は
'
あ
る
種
の
枕
詞
は
歌

枕
と
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
'
そ
の
用
法
が
む
し
ろ
後
撰
集
を
代
表
す
る
特
徴

を
示
す
枕
詞
の
用
法
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
'
後
挟
集

時
代
の
枕
詞
は
歌
枕
と
接
近
し
て
き
て
い
る
｡
北
住
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
歌
枕
の

三
炉
の
用
法
は
'
そ
の
ま
ま
枕
詞
の
世
界
で
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
ま

ず
､
①
の
特
定
の
景
物
の
取
り
合
わ
せ
に
相
当
す
る
用
法
は
'
旧
来
の
伝
統
的

に
固
定
し
た
枕
詞
と
被
枕
詞
の
結
合
し
た

｢
足
引
の
-

山
｣
の
頬
に
そ
の
節

芽
が
見
出
さ
れ
る
が
'
特
に
本
稿
で
指
摘
し
た
後
撰
集
的
特
色
を
示
す
枕
詞
､



枕詞私見 (その三)一平安時代の枕詞-

す
な
わ
ち
既
に
固
定
し
て
い
る
被
枕
詞
を
上
の
句
に
用
い
'
そ
の
語
か
ら
ス
ム

ー
ス
に
枕
詞
を
縁
語
と
し
て
≡
句
に
用
い
る
と
い
う
用
法
が
①
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
O
こ
の
用
法
は
'
枕
詞
と
歌
枕

(地
名
)
の
用
法
が

同

1
祝

さ

れ
'

一
つ
の
枕
詞
に
1
つ
の
観
念
が
伴
な
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
時
'
容
易
に

縁
語
の
関
係
を
利
用
し
て
生
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
㊥
の

掛
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
例
は
'
三
句
に
用
い
ら
れ
た
枕
詞
の
場
合
枚
挙
に
暇

が
な
い
｡
既
に
あ
げ
た
例
歌
か
ら

一
首
示
す
な
ら
ば
t

ヽ
ヽ

か
ゝ
り
け
る
人
の
心
を
し
ら
露
の
お
け
る
も
の
と
も
た
の
み
け
る
か
な

(後
撰

･
恋
二
･
六
一
四
)

で
'
上
の
句
か
ら
の

｢
心
を
知
ら
｣
と

｢
白
露
｣
は
巧
み
に
懸
詞
で
結
ば
れ
て

い
る
｡
こ
の
用
法
も
古
今
集
以
来
の
枕
詞
の
用
法
で
あ
る
が
'
後
撰
集
時
代
に

著
る
し
-
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
⑮
の
縁
語
を
伴
な
う
場
合
も
'
古
今
集

の
撰
者
時
代
に
縁
語
の
及
ぶ
範
囲
が

一
首
全
体
に
及
び
'
特
に
後
撰
集
時
代
に

至
り
'
数
多
-
の
枕
詞
が
縁
語
の
内
へ
繰
り
込
ま
れ
る
用
法
が
日
出
つ
こ
と
が

指
摘
し
得
る
｡
以
上
の
諸
点
か
ら
後
撰
集
時
代
の
枕
詞
は
'
伝
統
的
に
保
持
し

て
き
た
修
辞
の
特
性
で
あ
る
意
味
の
非
実
性
を
漸
次
損
な
い
'
歌
枕
と
い
う
当

時
新
た
に
流
行
し
た
修
辞
に
引
き
ず
ら
れ
'
枕
詞
が
通
常
の
歌
枕
の
中
へ
埋
没

し
て
行
く
結
果
を
招
-
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

従
前
被
枕
詞
で
あ
っ
た
語
が
枕
詞
の
前
に
使
わ
れ
'
そ
の
縁
で
三
旬
日
に
枕

詞
が
使
わ
れ
る
後
撰
集
的
特
色
の
枕
詞
は
'
古
今
集
時
代
で
も
枕
詞
が

一
首
全

体
の
縁
語
関
係
の
中
に
繰
り
込
ま
れ
'
三
句
に
置
か
れ
た
場
合
に
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

紅
の
色
に
は
出
で
じ
隠
れ
沼
の
下
に
か
よ
ひ
て
恋
は
し
ぬ
と
も

(友
則
)

ヽ
ヽ
ヽ

枯
れ
は
て
ん
後
を
は
し
ら
で
夏
草
の
ふ
か
-
も
人
を
お
も
は
ゆ
る
哉

(射

恒
)

ヽ
ヽ

蝉
の
声
聞
け
ば
悲
し
な
夏
衣
う
す
-
や
人
の
な
ら
ん
と
恩
へ
は

(友
則
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

今
更
に
な
に
お
ひ
い
づ
ら
ん
竹
の
子
の
う
き
ふ
し
し
げ
き
よ
と
は
知
ら
ず

や

(窮
恒
)

ヽ
ヽ
ヽ

世
に
ふ
れ
は
こ
と
の
菓
し
げ
き
呉
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
鷺
ぞ
な
-

(読

み
人
し
ら
ず
)

な
ど
上
の
句
全
体
が
序
詞
風
の
か
ゝ
り
方
で
三
句
の
枕
詞
と
結
び
付

い
て
お

り
'
被
枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
相
違
を
除
け
ば
後
撰
集
的
特
色
の
枕
詞

の
用
法
に
近
く
'
後
挟
集
的
用
法
が
生
ま
れ
る
基
盤
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
古
今
集
の
場
合
に
は
慣
用
的
に
固
定
し
た
被
枕
詞
が
上
の
句
に

来
た
例
は
無
い
事
か
ら
'

1
首
の
縁
語
の
内
へ
枕
詞
が
そ
の
語
義
の
面
か
ら
繰

り
込
ま
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
､
後
撰
集
の
特
色
を
示
す
用
法
で
は
'
古

歌
で
慣
用
化
さ
れ
て
き
て
い
る
枕
詞
と
被
枕
詞
と
の
結
合
を
前
提
に
'
既
製
の

表
現
に
依
り
か
1
り
適
用
し
た
点
に
'
形
態
の
上
で
の
近
似
に
も

か

ゝ
わ
ら

ず
'
詠
歌
態
度
そ
の
も
の
に
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡

後
撰
集
的
特
色
の
枕
詞
の
用
例
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

蓬
ふ
事
の
夜
々
を
へ
だ
つ
る
-
れ
竹
の
ふ
し
の
数
な
き
恋
も
す
る
哉

(
六

七
四

･
藤
原
清
正
)

ヽ
ヽ
ヽ

あ
ふ
事
を
い
ざ
ほ
に
出
な
ん
し
の
薄
し
の
び
は
つ
べ
き
も
の
な
ら
な
く
に

(七
二
八

･
敦
忠
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

夢
か
と
て
あ
け
て
み
た
れ
は
王
く
し
げ
今
は
空
し
き
身
に
こ
そ
有
け
れ

(九
条
右
丞
相
集
)

ヽ
ヽ
ヽ

ひ
と
よ
だ
に
苦
し
か
り
け
り
呉
竹
の
ゆ
く
末
か
か
る
ふ
し
は
う
か
ら
ん

(
一
条
摂
政
御
集
)

ヽ
ヽ

ひ
と
り
ね
の
わ
び
し
き
旅
の
草
枕
草
の
ゆ
か
り
に
と
ふ
人
も
な
し

(元
其

集
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ふ
た
し
へ
に
置
き
処
な
き
玉
く
し
げ
み
よ
し
あ
ま
れ
る
か
た
み
な
り
け
り

(時
明
集
)

ヽ
ヽ

日
暮
し
に
春
の
悦
も
梓
弓
お
も
ひ
た
め
た
る
つ
ら
き
心
を

(馬
内
侍
集
)
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昨
日
よ
り
心
に
ぞ
い
る
梓
弓
春
の
か
ざ
し
と
見
ゆ
る
君
哉

(朝
光
集
)

3

味
気
な
や
旅
の
宿
り
を
卦
掛
仮
な
ら
ず
と
て
定
め
た
り
と
は

(義
孝
集
)

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

た
び
人
の
わ
び
し
き
事
は
草
枕
ゆ
き
ふ
る
と
き
の
こ
は
り
な
り
け
り

(盃

之
集
)

が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
用
例
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
は
'
第

一
に
'
用
例
が
い
ず
れ

も
恋
や
挨
拶
の
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
こ
れ
は
賓
の
歌
の
用
法
で
あ
ろ
う
と
い

う
点
で
あ
り
'
第
二
に
'
用
い
た
の
は
摂
関
歌
人

･
女
流
歌
人
だ
け
で
'
例
外

と
し
て
元
其

･
重
之
の
専
門
歌
人
が
用
い
た
場
合
に
は
'
古
今
集
以
来
異
名
と

変
化
し
て
い
る

｢
草
枕
｣
に
限
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
古
今

集
の
場
合
古
今
集
の
特
徴
的
枕
詞
が
紀
貫
之

･
紀
友
則
等
の
専
門
歌
人
の
工
夫

に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
に
対
し
'
後
撰
集
の
場
合
は
そ
れ
が
素
人
の
歌
人
の

手
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
素
人
歌
人

が
'
古
歌
利
用
の
表
現
を
頻
用
L
t
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
な
っ
て
出
来
上

内

っ
た
熟
語

･
慣
用
句
を
手
が
か
り
と
し
て
詠
ん
だ

饗

の
歌
の
ヰ
で
培
わ
れ
た
枕

詞
は
'
以
上
詳
述
し
た
如
-
枕
詞
本
来
の
修
辞
の
特
性
を
見
失
う
結
果
を
容
易

に
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
後
撰
集
の
時
代
に
は
'
贈
答
の
手
が
か
り
を

一
つ
の
枕
詞
に
求
め
へ
草

枕
の
語
義
や
縁
語
に
よ
っ
て
歌
を
詠
み
交
わ
す
例
が
多
い
｡
た
と
え
ば

｢
一
条

摂
政
御
集
｣
の

ヽ

豊
蔭
'
中
の
御
門
辺
り
な
り
け
る
女
を
'
い
と
し
の
び
て
は
か
な
き
所

に
率
て
ま
か
り
て
t
か
へ
り
て
朝
に

ヽ
ヽ

か
ぎ
り
な
く
結
び
置
き
つ
る
草
枕
こ
の
た
び
な
ら
ず
思

ひ
忘
る
な

(≡

索
か
へ
し

ヽ
ヽ

草
枕
結
ぶ
旅
寝
を
わ
す
れ
ず
は
う
ち
と
け
ぬ
べ
き
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ

(≡

二
)

ヽ
ヽ

が
そ
れ
で
'
こ
の
例
で
は
両
歌
共
草
枕
は
'
枕
詞
の
用
法
よ
り
も
む
し
ろ
草
を

結
ん
で
枕
と
す
る
意
味
が
重
視
さ
れ
'
こ
の
語
意
に
関
連

の
あ

る

｢結
び
置

く
｣

｢
た
び
｣

｢
結
ぶ
｣

｢
う
ち
と
け
ぬ
｣
を
縁
語
と
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た

用
法
は
'
古
今
集
時
代
で
も
伊
勢
の
贈
答
歌
な
ど
に
は
認
め
ら
れ
る
が
､
用
い

る
歌
人
が
多
く
な
っ
た
の
は
後
撰
集
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
'
枕
詞
の
非
実
意

性
が
失
な
わ
れ
た
事
に
伴
な
う

1
つ
の
現
象
と
こ
れ
を
解
す
る
事
が

で
き

よ

とノO更
に
'
従
来
典
型
的
な
枕
詞
で
あ
っ
た
草
枕

･
敷
妙

･
首
数
が
'
そ
れ
ぞ
れ

の
被
枕
詞
'
旅

･
枕

･
宮
中
の
意
の
名
詞

(以
下
こ
れ
を
本
稿
で
は
異
名
と
呼

ぶ
)
と
し
て
通
常
の
名
詞
と
同
じ
に
用
い
ら
れ
る
事
は
'
古
今
集
の
時
代
に
も

既
に
そ
の
例
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
場
合
の
異
名
は
他
の
語
と
縁
語
の
関
係
を

結
ば
な
い
の
が
普
通
の
用
法
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
後
挟
集
中
の
古
今
集
歌
人
の

作
例
で
見
る
と
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

夏
の
夜
は
あ
ふ
名
の
み
し
て
し
き
た
へ
の
塵
払
ふ
ま
に
あ
け
ぞ
L
に
け
る

(
1
六
九

二
尚
経
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
ら
ち
め
は
か
ゝ
れ
と
て
し
も
む
ば
玉
の
わ
が
黒
髪
を
な
で
ず
や
有
け
ん

(
1
二
四

1
･
遥
昭
)

ヽ
ヽ

ち
り
に
立
つ
わ
が
名
き
よ
め
ん
有
数
の
人
の
心
を
枕
と
も
哉

二

二
六
七

･
伊
勢
)

ヽ
ヽ

草
枕
紅
葉
む
し
ろ
に
か
へ
た
ら
ば
心
を
-
だ
-
物
な
ら
ま
L
や

(
〓
lニ
ハ

五

･
亭
子
院
)

で
あ
り
'
い
ず
れ
も
被
枕
詞
が
無
い
事
を
除
い
て
は
'
古
風
な
枕
詞
の
用
法
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
後
撰
集
時
代
の
詠
と
思
わ
れ
る
読
み

人
し
ら
ず
歌
に
は
'

草
枕
ゆ
ふ
て
許
は
な
に
な
れ
や
つ
ゆ
も
涙
も
お
き
か
へ
り
つ
ゝ

(
二
二
六

七
)



枕詞私見 (その三)一平安時代の枕詞-

と
縁
語
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
例
が
現
わ
れ
'
私
家
集
の
中
に
も
'

草
枕
つ
ゆ
さ
へ
結
ぶ
訣
な
り
か
れ
つ
ゝ
の
ち
の
夢
の
通
路

(順
集
)

待
ち
陀
び
て
心
は
問
に
ま
ど
は
れ
よ
む
は
玉
づ
さ
は
よ
に
も
降
ら
じ

(小

鳥
命
婦
集
)

草
枕
む
す
び
し
宿
の
か
た
み
に
は
つ
ゆ
ぞ
よ
な
よ
な
お
き
ま
さ
り
け
る

(能
宣
集
)

と
'
縁
語
や
懸
詞
に
繰
り
込
ま
れ
た
複
雑
な
用
法
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
現
象
も

異
名
が
枕
詞
か
ら
完
全
に
枚
を
分
か
っ
た
結
果
現
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
'
非
実
意
性
を
失
な
っ
た
枕
詞
が
通
常
の
歌
詞
の
中
へ
埋
没
し
て
行
っ
た

一
つ
の
典
型
的
な
姿
と
認
め
て
よ
い
も
の
と
思
う
｡

注

H

拙
稿

枕
詞
私
見
-

そ
の
一
(
一
四
九
京
)
長
野
高
専
紀
要
第
一
号

臼

歌
枕
原
義
考
証

舌
代
歌
学
の
研
究
所
収

目

名
所
歌
の
1
考
察
1

東
北
地
方
の
歌
枕
に
つ
い
て
(国
語
と
国
文
学

昭
38
･
11
)

E
E
J古
今
集
の
歌
枕
-

和
歌
表
現
諭
序
説

(日
本
文
学

昭
41
･
8
)

的

三
代
集
の
名
所
歌
枕
-

古
今
的
美
学
の
1
考
察

常
葉
女
子
短
期
大
学

紀
要
1

昭
和
四
三
年
1
月

3=

片
桐
洋
1
氏

後
撰
和
歌
集
表
現
考

(女
子
大
文
学
16
号
'
昭
和

3
･11)

三

前
節
で
明
ら
か
な
如
-
､後
撰
集
的
特
色
の
あ
る
枕
詞
は
'主
と
し
て
素
人
歌

人
の
手
に
よ
っ
て
嚢
の
歌
の
中
で
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
古
今
集
の
特

色
的
な
枕
詞
が
撰
者
を
中
心
と
し
た
専
門
歌
人
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
と
比

較
し
て
'
そ
こ
に
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
更
に
後
撰
集
の
枕
詞
を
具
体

的
に
見
て
ゆ
-
と
'
枕
詞
を
核
に
し
た
贈
答
歌
の
形
式
は
'
伊
勢
以
来
女
流
歌

人
を
中
心
に
育
ん
で
き
た
詠
法
で
あ
り
'
異
名
に
限
っ
て
は
専
門
歌
人
も
多
く

こ
の
用
法
を
愛
用
し
て
い
た
等
の
事
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
後
撰
集
時
代

の
枕
詞
は
'
歌
人
の
階
層

･
性
別

･
歌
の
位
相
に
よ
っ
て
'
か
な
り
明
確
な
使

用
態
度
の
違
い
が
見
出
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
次
に
現
在
家
集
を
残
し
て
い
る
当
代

の
歌
人
に
つ
い
て
'
天
皇

･
摂
関
家

･
女
流

･
専
門
歌
人
に
分
校
L
t
そ
れ
ぞ

れ
の
枕
詞
使
用
の
実
態
と
態
度
に
窺
わ
れ
る
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
｡

こ
の
場
合
の
専
門
歌
人
と
は
'
山
口
博
氏
が
村
上
冷
泉
円
融
朝
歌
人
を
'
和
歌

の
復
興
に
力
を
尽
し
己
れ
の
権
勢
誇
示
の
具
に
和
歌
を
用
い
た
摂
関
家
歌
壇
と

そ
れ
を
公
的
文
学
に
高
め
た
下
級
官
僚
の
沈
論
歌
壇
と
に
分
け
ら
れ
'

｢
歌
合

に
歌
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る
か
否
か
'
あ
る
い
は
献
歌
し
て
い
る
か
否
か
'

犀
風
歌
-

権
門
の
人
々
の
-

を
よ
ん
で
い
る
か
香
か
､
を
考
え
｣
規
定
す

る
方
針

を
利
用
さ
せ
て
い
た
ゞ
く
事
に
し
た
｡

桂
官
本
叢
書
第
二
十
巻
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る

｢
代
々
御
集
｣
に
は
'
朱
雀

･

村
上

･
冷
泉

･
円
融
四
帝
の
御
集
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
御
集
か
ら
見

出
さ
れ
る
枕
詞
は
'

｢
く
れ
竹
の
｣

｢
し
ら
露
の
｣
各
二
例
な
ど
九
例
で
'
こ

ヽ
ヽ
ヽ

の
う
ち
天
皇
の
御
製
に
は
五
例
の
枕
詞
が
存
在
す
る
｡

(
こ
の
場
合

｢
く
れ
竹

ヽの
わ
が
世
は
こ
と
に
な
り
ぬ
と
も
ね
は
た
え
せ
ず
ぞ
な
か
る
べ
き
か
な
｣
の
詠

は
'
朱
雀
院
御
集
と
村
上
御
集
に
重
複
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
一
例

と
数

え

た
)
四
帝
の
御
製
に
は
'
序
詞

･
縁
語

･
懸
詞
等
の
修
辞
や
'
歌
枕
に
よ
る
観

念
的
な
詠
は
極
め
て
少
な
-
'
古
今
集
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
景
物
の
組
み
合

わ
せ
に
'
そ
の
場
合
場
合
の
特
殊
な
情
調
を
付
加
す
る
詠
が
大
部
分
で
あ
り
'

中
に
は
村
上
御
集
の

唐
衣
な
れ
ぬ
る
人
の
別
れ
に
は
袖
こ
そ
ぬ
る
れ
か
た
み
と
も
み
よ

二

二

七
)

が
'
清
正
集
に
あ
る

唐
衣
な
れ
に
し
人
の
別
れ
に
は
袖
こ
そ
ぬ
る
れ
か
た
み
と
も

み

よ

(五

二
)

と
同
じ

歌

と
思
わ
れ
る
よ
う
に
'
他
人
の
歌
と
煩
似
し
た
歌
も
目
に
付
く
｡
以
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上
の
詠
風
か
ら
推
し
て
'
天
皇
に
と
っ
て
和
歌
は
'
折
に
触
れ
興
に
乗
じ
て
ロ

に
の
ぼ
せ
る
即
興
の
具
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
天
皇
の
詠
は
'

専
門
歌
人
の
よ
う
に
詩
情
や
技
巧
を
殊
更
凍
ら
す
意
図
は
無
く
'
安
易
に
既
製

の
歌
や
表
現
を
用
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
詠
法
の
中

で
用
い
ら
れ
る
枕
詞
は
'
当
然
の
事
な
が
ら
い
た
っ
て
数
が
少
な
い
｡
わ
ず
か

に
見
ら
れ
る
も
の
も

｢
く
れ
竹
の
-‥-

わ
が
世
｣

｢
た
ま
ぽ

こ
の
ー

道
｣

｢
む
は
玉
の
-

夜
の
衣
｣
と
'
陳
腐
な
も

の
'

｢
し
ら
雪
の
｣

｢夏
こ
ろ

も
｣
と
嘱
目
に
よ
る
も
の
と
で
し
か
な
い
.
い
ず
れ
も
技
塾
的
で
'
天
皇
に
は

枕
詞
に
対
す
る
積
極
的
な
取
り
組
み
の
姿
勢
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
｡

同
様
に
枕
詞
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
の
が
摂
関
家
の
上

層
歌
人
達
で
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば
､

｢
九
保
右

丞
相
集
｣
の
歌
は
'
天
皇
同

様
'
修
辞
技
巧
に
乏
し
く
極
め
て
口
語
的
な
色
合
い
の
贈
答
歌
に
す
ぎ

な

い

が
'
集
中
の
枕
詞
も
'

｢
し
き
た
へ
の
-

枕
｣

1
例
の
み
で
'
外
に
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

影
見
え
て
お
ぼ
つ
か
な
き
は
に
は
鳥
の
よ
ふ
か
く
ま
が
ふ
程
に
ぞ
有
り
け

る

(
二
二
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

沢
水
に
年
を
ば
ふ
れ
ど
あ
し
た
づ
の
心
は
雲
の
上
に
の
み
こ
そ

(二
八
)

ヽ
ヽ
ヽ

長
雨
し
て
宿
は
あ
や
し
-
夏
草
の
し
げ
-
も
こ
と
の
な
り
に
け
る
か
な

(
五
〇
)

な
ど
'
枕
詞
か
否
か
判
別
に
苦
し
む
疑
問
例
が
見
当
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
れ
は
実
煩
の

｢清
供
公
集
｣
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
も
同
じ
で
'
集
中
の

枕
詞
は
'

｢
み
づ
-
き
の
-

流
る
｣

｢
玉
節
-

か
け
て
｣
の
二
例

で
あ

り
'
外
に

ヽ
ヽ
ヽ

す
り
衣
ぬ
ぎ
て
の
後
も
夕
月
夜
覚
束
な
く
は
恩
は
ざ
る
ら
ん

(三

こ

農

が
同
様
に
判
別
に
苦
し
む
例
と
な
る
の
み
で
あ
る

｡
し
か
し
な
が
ら
使
用
の
技

術
面
で
は
'
師
輔
の

｢九
条
右
丞
相
集
｣
の
枕
詞
が
'
唯
形
式
的
に
慣
用
さ
れ

て
き
た
古
い
枕
詞
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
'
実
額
の
そ
れ
は
'
詠
歌
の
場
面

に
強
く
支
配
さ
れ
'
多
分
に
嘱
目
に
よ
る
傾
向
を
濃
く
し
て
お
り
'
数
は
少
な

い
が
自
由
に
古
今
集
以
来
の
嘱
目
の
枕
詞
の
技
巧
を
使
い
こ
な
し
＼て
い
る
｡
こ

れ
は

｢此
ノ
大
臣
ハ
只
今
ノ
和
歌
二
極
リ
タ
ル
人
ニ
オ
ハ
シ
マ
ス
｣

(今
昔
物

語
二
四
の
三
三

･
大
系
本
)
と
称
え
ら
れ
'

｢
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
｣
の
判
者

と
し
て
著
名
な
実
額
の
力
量
の
程
を
し
の
ば
せ
る
も
の
で
は
あ
る
｡
し
か
し
な

が
ら
集
中
の
枕
詞
の
実
態
か
ら
み
て
'
実
額
の
関
心
も
決
し
て
枕
詞
に
向
け
ら

れ
て
い
た
も
の
と
は
見
な
し
難
い
｡

と
こ
ろ
が
同
じ
摂
関
歌
人
で
も
'

｢憂
悶
京
嘆
と
閉
塞
さ
れ
た
生
活
内
状
の

開
陳
｣
を
特
色
と
す
る
首
首
歌
を
詠
み
'
摂
関
家
歌
人
の
中
に
あ
っ
て
沈
輪
を

か
こ
つ
師
氏
の
場
合
と
な
る
と
'

｢
久
方
の
-

緑
の
空
｣

｢も
も

し
き

の

-

大
官
人
｣

｢
玉
ぽ
こ
の
-

み
ち
｣

｢
あ

し
た
づ

の
-

千
世
の
齢
｣

と
'
陳
腐
な
も
の
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
'
枕
詞
の
使
用
率
が
高
く
な
っ
て
く

る
｡
贈
答
歌
で
は
あ
る
が
'
師
氏
と
同
傾
向
の
歌
を
残
す
源
高
明
の

｢
西
宮
左

大
臣
御
集
｣
の
場
合
も
'
そ
の
枕
詞
は
'

｢
久
方
の
-

空
｣

｢初
雁
の
-

は
っ
か
に
｣

｢
し
ら
露
の
I

消
え
｣

｢
水
-
き
の
1

流
る
｣
の
四
例
で
'

使
用
率
が
師
氏
同
様
高
い
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
わ
け
て
も
高
明
の
初
め
の
二
例

の
歌
は
'
山
口
博
氏
が
古
今
集
を
本
歌
に
踏
字
見
た
摂
似
表
現
を
指
摘
さ
れ
た

日

も
の
で
あ
り
'
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
し
て
'
師
氏

･
高
明
に
は
'
創
造
性
は
乏

し
い
が
枕
詞
に
対
す
る
や
1
積
極
的
な
姿
勢
が
看
取
で
き
る
.

師
輔

･
実
額

･
師
氏

･
高
明
の
次
の
世
代
で
は
'
摂
関
家
主
流
の
九
条
家
の

伊
デ
に

｢
1
粂
摂
政
御
集
｣'
兼
通
に

｢
本
院
侍
従
集
｣'
高
光
に

｢高
光
集
｣

な
ど
歌
物
語
的
な
諸
家
集
が
現
存
し
て
い
る
｡
更
に
伊
声
の
子
の
義
孝
の

｢義

孝
集
｣'
兼
通
の
子
朝
光
の

｢
閑
院
左
院
左
大
将
朝
光
卿
集
｣'
為
光
の
子
道
信

の

｢道
信
条
｣
を
も
便
宜
上
加
え
て
'
こ
れ
ら
六
柴
の
枕
詞
を
1
括
す
る
な
ら

ば
'
そ
こ
に
は
前
節
迄
に
触
れ
て
き
た
後
撰
集
的
特
性
の
枕
詞
が
数
多
-
見
出

さ
れ
る
と
い
う
共
通
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
六
集
は
'
摂
政
御
集
の
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七
例
'
朝
光
集
の
一
二
例
を
始
め
い
ず
れ
も
枕
詞
の
使
用
数
が
多
く
'
し
か
も

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
使
用
率
が
高
く
な
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
｡
枕
詞

の
使
用
数
が
増
加
し
た
の
は
'
た
と
え
ば
朝
光
集
に
､

官
の
君
の
打
解
け
給
へ
る
を
み
て

下
紐
の
ゆ
ふ
日
に
人
を
み
つ
る
よ
り
綾
な
く
我
ぞ
打
解
け
に
け
る

(四
七
)

か
へ
り

下
紐
の
ゆ
ふ
日
も
う
し
や
朝
顔
の
露
け
乍
ら
を
み
せ
む
と
ぞ
思

ふ

(四

八
)

と
あ
る
如
く
'

1
つ
の
枕
詞

(大
部
分
は
嘱
目
に
よ
る
)
を
手
が
か
り
に
詠
み

か
け
た
歌
に
対
し
'
相
手
も
同
じ
枕
詞
を
軸
に
返
歌
す
る
型
の
贈
答
歌
が
多
く

現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
事
等
も
そ
の
原
因
と
し
て
数
え
ら
れ
る
｡
彼
等

が
用
い
た
枕
詞
に
は
多
く
の
嘱
目
に
よ
る
も
の
が
目
に
付
く
｡
そ
し
て
枕
詞
が

縁
語
の
中
に
治
定
L
t
後
撰
集
の
枕
詞
を
代
表
す
る
特
色
あ
る
種
々
の
用
法
を

含
ん
で
い
る
点
が
'
師
輔

･
実
額
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
色
で
あ
る
｡

以
上
の
諸
点
か
ら
'
摂
関
家
歌
人
の
用
い
た
枕
詞
は
'
当
初
は
天
皇
の
そ
れ

の
如
く
消
極
的
に
形
式
的
な
も
の
を
わ
ず
か
に
用
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
'

時
代
が
下
る
に
つ
れ
､
贈
答
の
場
に
存
在
す
る
景
物
を
枕
詞
と
し
て
歌
中
に
詠

み
入
れ
'
そ
の
枕
詞
を
軸
に
歌
の
や
り
取
り
が
行
な
わ
れ
る
等
'
後
撰
集
的
特

色
の
枕
詞
を
用
い
'
当
代
の
詠
風
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
'
師
氏

エ
ロ同
明
ら
同
族
の
栄
華
の
陰
で
不
遇
を
嘆
じ
た
歌
人
の
場
合
は
'

後
述
の
専
門
歌
人
に
近
い
使
用
態
度
が
察
知
し
得
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
後
撰

集
時
代
に
あ
っ
て
も
'
枕
詞
は
か
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
風
を
的
確
に
反
映
し

て
い
る
事
が
指
摘
し
得
る
｡

し
た
が
っ
て
女
流
歌
人
の
場
合
も
そ
の
家
集
の
多
く
が
'
摂
関
家
の
歌
人
群

を
中
心
に
し
た
男
性
と
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
事
情
を
反
映
し

て
t
は
ゞ

摂
関
家
歌
人
と
等
し
い
使
用
態
度
が
'
実
例
の
中
か
ら
浮
か
び
上
っ

て
く
る
｡

し
か
し
な
が
ら
女
流
歌
人
が
用
い
た
枕
詞
は
'

｢
さ
1
が
に
の
｣
四

例
'

｢
久
方
の
｣
三
例
'

｢
-
れ
竹
の
｣

｢
玉
か
づ
ら
｣

｢
ち
は
や
ふ
る
｣
各

二
例
'
他
に

｢あ
か
ね
さ
す
｣

｢
い
そ
の
か
み
｣
な
ど

1
三
振
'
合
計
二
七
例

に
過
ぎ
ず
'
そ
の
枕
詞
使
用
の
百
分
比
は
わ
ず
か
に
二
･
六
で
し
か
な
い
｡
こ

れ
は
摂
関
家
歌
人
の
三

二

一'
専
門
歌
人
の
四

･
九
と
較
べ
'
は
る
か
に
低
い

数
値
で
あ
り
'
女
流
歌
人
は
あ
ま
り
枕
詞
を
用
い
な
い
と
い
う
特
性
が
見
出
さ

れ
る
｡
中
に
は
御
形
宣
旨
集
の
よ
う
に
枕
詞
が
見
出
さ
れ
な
い
家
集
も
あ
り
'

中
馬
命
婦
集
の
如
く
'
集
中
の
枕
詞
三
例
の
全
て
が
男
性
の
贈
答
歌
の
用
例
で

あ
っ
て
'
小
鳥
命
婦
自
身
は
用
い
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
｡
彼
女
が
用
い
た
枕

詞
に
近
い
用
例
は
'

又
い
か
な
る
折
に
か

も
ち
ぶ
ん

む
は
玉
の
夜
に
も
文
は
非
ね
共
見
え
ぬ
は
問
に
劣
ら
ざ
り
け
り

(
1
五
)

返

し

待
ち
陀
び
て
心
は
問
に
ま
ど
は
れ
よ
む
ば
玉
章
は
よ
に
も
障

ら
じ

(
一

六
)

で
あ
る
が
'
こ
の

｢
む
は
玉
章
｣
は
'
贈
歌
中
の
枕
詞
｢む
ば
玉
の
｣
と

｢
文
｣

に
相
当
す
る

｢
玉
章
｣
を

一
つ
の
懸
詞
の
中
に
込
め
た
も
の
で
'
こ
の
例
か
ら

す
れ
ば
'
小
尾
命
婦
の
意
識
は
'
当
時
既
に
語
義
不
明
の
古
い
枕
詞
で
あ
っ
て

も
'
通
常
の
歌
詞
と
同
等
に
扱
い
'

｢
む
は
玉
の
｣
が
従
え
る
筈
の
被
枕
詞
に

一
顧
の
考
慮
も
払
っ
て
い
な
い
事
が
窺
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
枕
詞
が
古
-

か
ら
伝
統
と
し
て
保
持
し
て
き
た
用
法
を
無
視
L
t
大
阻
に
そ
れ
を
踏
み
外
し

た
用
い
方
を
女
流
歌
人
は
し
ば
し
ば
試
み
て
い
る
｡
こ
れ
は
見
方

に
よ
っ
て

は
'
伝
統
に
対
す
る
無
知
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
現
象
と
も
受
け
取
ら
れ
る
も
の

で
'
専
門
歌
人
の
詠
に
は
こ
の
よ
う
な
用
例
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
事
と
対
照

さ
れ
る
女
流
歌
人
の
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
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こ
の
時
代
'
古
い
枕
詞
の
中
に
は
完
全
に
伝
統
的
な
枕
詞
の
用
法
を
離
れ
'

31

唯
単
に
被
枕
詞
の
異
名
と
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
た
語
愛
は
,
草
枕

･
敷
妙

･

(白
妙
)
･
た
ら
ち
ね

･
首
数
に
限
ら
れ
て
い
た
｡
そ
の
中
に
あ
っ
て

｢賀
茂
保

ヽ

悪
女
集
｣
に
は

｢
久
方
の
｣
が
月
の
異
名
と
し
て
'

ヽ
ヽ
ヽ

冬
の
夜
は
板
間
よ
り
洩
る
久
方
の
か
げ
さ
へ
氷
る
心
地
こ
そ
す
れ

(
一
一

八
)

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
も
伝
統
に
対
す
る
無
知
に
通
ず
る
現
象
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
｡

当
然
の
事
な
が
ら
､
こ
れ
ら
女
流
歌
人
が
用
い
た
枕
詞
の
大
半
は
'

｢
千
早

振
る
-

神
｣

｢梓
弓
-

は
る
｣
式
の
慣
用
的
な
種
類

･
用
法
で
あ
る
が
へ

い
ず
れ
も
語
免

･
用
法
共
古
今
集
に
見
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
'
そ
こ
か
ら
何

等
は
み
出
し
て
い
な
い
点
も
ま
た
女
流
歌
人
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
的
な
現
象
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
女
流
歌
人
の
中
に
あ
っ
て
'
注
目
し
得
る
も
の
は
'

一
条

摂
政
御
集

･
馬
内
侍
集
に
各

一
例
あ
る
後
撰
集
的
特
色
の
用
法

(既
出
､
三

一

五
頁
)
の
も
の
で
あ
り
'

｢斉
宮
女
御
集
｣
の
四
三
番
に
は
'
亡
き
母
の
形
見

と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
櫛
を
'
父
官
が
彼
の
後
妻
に
与
え
よ
う
と
取
り
に
寄

こ
し
た
時
'
女
御
が
詠
ん
だ
断
り
の
歌

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
ら
も
な
-
な
り
に
し
君
が
玉
か
づ
ら
か
け
も
や
す
る
と
お
き
つ
ゝ
も
み

む

か
ら
は
'
懸
詞
を
兼
ね
た
見
事
な
嘱
目
の
枕
詞
が
見
出
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
女
流
歌
人
の
枕
詞
に
対
す
る
態
度
は
極
め
て
低
調
な
の
で
あ
り
'

古
今
集
の
枠
か
ら
踏
み
出
し
た
用
例
も
な
-
'
摂
関
家
の
歌
人
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
時
代
に
よ
り
'
歌
人
の
質
に
よ
る
変
化
す
ら
も
認
め
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
｡｢

馬
内
侍
集
｣

(拾
遺
集
の
歌
人
と
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
'

｢私
家
集
伝

本
書
目
｣
の
配
列
に
従
い
'
拾
遺
集
撰
進
前
に
没
年
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
相

知
の
集
迄
を
後
撰
集
歌
人
と
把
握
し
た
)
は
'
女
流
歌
人
の
中
で
一
一
例

(外

に
男
性
の
使
用
し
た
枕
詞
五
例
'
異
名
二
例
)
と
'
比
較
的
多
く
の
枕
詞
を
用

い
て
い
て
数
の
上
で
注
目
さ
れ
る
｡
局
内
侍
の
歌
風
は
'
鈴
木

一
雄
先
生
が

｢純
粋
な
自
然
観
照
の
詠
が
す
-
な
い
｡
桜
も
菊
も
､
雪
も
氷
も
ほ
と
ん
ど
が

恋
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
｡
そ
の
恋
歌
は
堂
々
と
し
て
お
り
'
い
か
に
高
貴
な
相

手
に
も
'
拒
絶

･
許
容

･
期
待

･
失
望
の
い
ず
れ
も
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
明

る
い
｡
物
名
風
の
詠
み
ぶ
り
も
日
立
つ
が
､
こ
の
ゆ
と
り
は
夜
が
れ
の
お
ち
め

に
も
失
わ
れ
て
い
な
い
｡
彼
女
の
歌
の
特
色
の
ひ
と
つ
は
'
そ
の
恋
愛
体
験
か

ヽ
ヽ

ら
生
れ
た
歌
の
つ
や
-

一
種
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
あ
る
と
思
う
｣
と
言
わ

れ
た
評
に
全
て
尽
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
馬
内
侍
の
歌
を
形
態
的
に
眺
め

る
と
'
嘱
目
の
景
物
を
上
の
句
に
詠
み
'
景
物
に
か
ら
ま
せ
た
恋
の
情
を
下
の

句
に
詠
う
型
や
'
そ
の
道
に
上
の
句
に
情
'
下
の
句
に
景
物
を
述
べ
る
型
が
多

い
事
に
気
付
-
｡
そ
の
上
序
詞
の
用
い
ら
れ
る
場
合
が
少
な
い
事
か
ら
'
彼
女

の
歌
で
は
特
に
三
句
の
働
き
が
重
要
で
､
そ
こ
に
位
置
す
る
歌
語
が
'
意
味

･

情
調
の
面
で
'
上
の
句
と
下
の
句
と
を
強
-
結
び
付
け
た
時
安
定
し
た
歌
の
風

姿
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
う
｡
彼
女
が

｢
馬
内
侍
集
｣
に
用
い
た

一
一
例
の
枕

詞
は
'
こ
う
し
た
歌
体
を
反
映
し
て
'
そ
の
内
七
例
迄
が
三
句
に
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
要
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
馬
内
侍
の
歌
に
特

別
数
多
い
枕
詞
が
存
す
る
原
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
が
し
か
し
'
枕
詞
そ
の

も
の
の
種
塀
や
用
法
は
'
彼
女
の
歌
全
体
に
認
め
ら
れ
る
景
物
の
配
合
'
詠
法

と
同
じ
く

古
今
集
に
見
ら
れ
る
も
の
の
み
で
あ
っ
て
'
古
今
集
の
世
界
か
ら

何
等
抜
け
出
て
い
な
い
点
は
'
や
は
り
他
の
女
流
歌
人
の
場
合
と
全
く
変
わ
り

が
な
い
｡
前
述
の
後
撰
集
的
特
徴
の
枕
詞
の
用
法
は
'
摂
関
歌
人

･
女
流
歌
人

の
以
上
の
よ
う
な
詠
風
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

(注
)
H

山
口
博
氏

王
朝
歌
壇
の
研
究

村
上
冷
泉
円
融
朝
原

⇔

最
初
の
一
〇
七
首
の
み
を
扱
っ
た
｡
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臼

山
口
博
氏

前
掲
容

(二
七
〇
･
二
七
1
京
)

的

国
文
学

昭
和
34
年
3
月

四

専
門
歌
人
は
一
般
に
枕
詞
を
用
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
し
か
し
こ
こ
で
も

全
て
の
歌
人
が

1
様
に
枕
詞
を
用
い
た
訳
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
俳
諮
遊
戯
歌

の
体
で
あ
る

｢藤
六
集
｣

｢
仲
文
集
｣
や
'
平
淡
な
詠
風
が

一
際
目
立
つ
｢
源

貿
法
眼
集
｣
か
ら
は
枕
詞
を
拾
う
事
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
'
只
管
上
流
権

H

門
に
引
か
れ
上
層
貴
族
意
識
を
持
ち
続
け
た
と

言
わ
れ
る

｢清
正
集
｣'
贈

答

歌
の
集
成
と
考
え
ら
れ
る

｢為
信
集
｣
か
ら
は
'
平
凡
で
陳
腐
な
旧
来
の
枕
詞

の
み
が
見
出
さ
れ
る
等
､
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
風
や
特
色
を
摂
関
家
歌
人
の
場
合
以

上
に
枕
詞
は
鋭
-
反
映
し
て
い
る
事
が
窺
わ
れ
る
｡

彼
等
が
用
い
た
一
六
四
例
の
枕
詞
は
'
嚢
の
贈
答
歌
に
六
四
例

(独
詠
を
含

む
)'
晴
れ
の
歌
で
は
'

奉
献
歌
二
〇
例
'

扉
夙
歌
二
三
例
'

歌
合
歌
二
例

(但
し
家
集
に
収
録
さ
れ
た
も
の
)'

首
首
歌

(好
忠
の
毎
月
集
を
含
む
)
四

五
例
'
他
に
天
地

･
世
間

･
双
六
盤
の
歌

･
物
名
歌
の
一
〇
例
よ
り
な
る
｡
贈

答
歌
の
六
四
例
は
'

｢
千
早
振
る
｣
八
例
'

｢
足
引
の
｣

｢唐
こ
ろ
も
｣
各
六

例
'

｢草
枕
｣

｢
さ
さ
が

に
の
｣

｢
む
は
玉
の
｣
各
四
例
'

｢
玉
ぽ
こ
の
｣

｢
久
方
の
｣
各
三
例
'

｢
あ
か
ね
さ
す
｣

｢
池
水
の
｣

｢
夏
こ
ろ
も
｣
各
二
例

の
外
は
全
て
1
例
だ
け
の
種
規
の
臭
っ
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ

う
に
全
体
の
三
分
の
二
近
く
を
占
め
る
四
〇
例
の
枕
詞
は
'

｢
足
引
の
｣

｢
千

早
振
る
｣
等
古
く
か
ら
慣
用
化
し
て
い
る
種
頬
で
あ
り
､
こ
れ
は
古
今
集
時
代

の
専
門
歌
人
の
饗
の
歌
の
場
合
に
較
べ
'
は
る
か
に
慣
用
的
な
類
が
多
く
な
っ.

て
き
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
｡
も
っ
と
も
三
分
の
一
程
度
に
減
少

は
し
た

が
'
古
今
集
時
代
の
専
門
歌
人
に
多
-
見
ら
れ
た
嘱
目
の
枕
詞
'
す
な
わ
ち
詠

歌
の
場
所
で
日
に
触
れ
た
景
物
を
利
用
し
即
興
的
に
詠
み
込
み
'
し
か
も
そ
れ

を
枕
詞
の
技
巧
と
し
て
用
い
た
も
の
も
二
〇
例
近
く
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
そ
の

中
に
は
'

ヽ
ヽ
ヽ

青
柳
の
い
と
う
ち
み
だ
る
荒
小
田
の
苗
代
水
は
絶
え
じ
と
ぞ
思
ふ

(元
其

集
)

の
如
-
'
確
か
に
嘱
目
の
詠
で
あ
る
事
が
詞
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
に
か
か
わ

ら
ず
'
既
に
先
人
に
よ
っ
て
こ
の

｢青
柳
の
｣
は
用
い
ら
れ
て
お
り
'
見
方
に

よ
っ
て
は
先
人
の
も
の
を
踏
襲
し
た
と
受
け
取
ら
れ
る
も
の
が
多
い
が
'
な
お

そ
の
中
に
あ
っ
て
'

五
月
鞍
馬
と
い
ふ
所
に
女
ど
も
ま
う
で
あ
ひ
た
る
に
'
時
鳥
の
声
す

ヽ
ヽ
ヽ

さ
月
間
鞍
馬
の
山
の
時
鳥
お
ぼ
つ
か
な
L
や
夜
半
の
一
声

(清
正
集
)

同
じ
頃
'
埋
み
た
る
火
の
'
涙
か
ゝ
り
て
消
え
し
か
ば
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

む
か
ひ
ゐ
て
慰
め
に
せ
し
埋
み
火
の
消
ゆ
る
は
何
に
閲
ゆ
る
な
る
ら
ん

(山
田
集
)

あ
る
人
の
鏡
の
は
こ
に

ヽ
ヽ
ヽ

旭
さ
す
銃
の
山
は
曇
ら
ね
ど
峯
の
朝
霧
に
た
え
ず
も
あ
ら
な
む

(恵
慶
法

師
集
)

女
の
も
と
よ
り

｢
わ
す
れ
わ
た
る
か
な
｣
と
い
ひ
お
こ
せ
た
る
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

志
る
と
は
恨
み
ざ
ら
な
む
は
し
た
か
の
と
か
へ
る
山
の
椎
は
も
み
ぢ
ず

(兼
盛
集
)

六
月
許
り
に
美
濃
へ
罷
る
に
'
あ
っ
さ
の
山
越
ゆ
る
に
'
雲
の
お
り
ゐ

た
る
所
を
み
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
ま
つ
風
吹
か
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
夏
の
日
の
あ
っ
さ
の
山
に
雲
も
の
ど
け
し

(能
宣
集
)

な
ど
の
新
し
い
枕
詞
も
意
欲
的
に
用
い
ら
れ
た
跡
が
あ
り
'
嘱
目
に
よ
る
枕
詞

の
創
造
が
'
こ
の
時
代
に
も
専
門
歌
人
の
賓
の
歌
の
中
に
は
脈
々
と
息
づ
い
て

い
る
事
が
確
認
で
き
る
｡
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と
こ
ろ
で
専
門
歌
人
も
'
奉
献
歌
の
場
合
は
､
全
く
古
く
か
ら
慣
用
し
て
普

3

て
い
る
種
類
の
枕
詞
を
用
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
先
の
二
〇
例
の
秩

詞
と
は
'

｢千
早
振
る
｣
六
例
､

｢足
引

の
｣
四
例
'

｢
石

の
上

｣
二
例
'

｢
あ
ら
玉
の
｣

｢
空
蝉
の
｣

｢
し
ら
波
の
｣

｢
玉
ぽ
こ
の
｣

｢
久
方
の
｣

｢
木

綿
襟
｣
各

一
例
で
'
わ
ず
か
に
目
に
付
く
用
例
は
'
後
述
の
源
順
が
用

い
た

｢大
淀
の
｣

｢
花
蒋
｣
の
各

一
例
で
あ
る
が
'
こ
れ
と
て
も
単
な
る
語
調
を
整

長野工業高等専門学校紀要 ･第 3号

え
る
為
の
反
覆
用
法
の
も
の
で
し
か
な
い
｡
犀
夙
歌
の
枕
詞
も
こ
の
傾
向
の
も

の
で
し
か
な
い
｡
既
述
の
二
二
例
の
内
訳
は
'

｢
足
引
の
｣
四
例
へ

｢
千
早
振

る
｣
三
例
'

｢
石
の
上
｣

｢
玉
ぽ
こ
の
｣

｢
夏
こ
ろ
も
｣
各
二
例
な
ど

で
あ

る
｡
界
風
歌
の
枕
詞
で
'
こ
れ
ら
慣
用
的
な
種
頬

･
用
法
か
ら
脱
し
た
例
を
求

め
る
な
ら
ば
､

｢信
明
集
｣
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
の
心
さ
へ
浅
香
の
沼
に
な
る
ぞ
わ
び
し
き

(
一

九
)(本

歌
'

｢
陸
奥
の
浅
香
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
に
恋
ひ
や
わ
た

ら
ん
｣
古
今
集
恋
四
)

で
あ
り
'
外
に

｢能
宣
集
｣
の
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

冬
ご
も
り
野
辺
の
若
菜
は
も
え
っ
1
ら
今
よ
り
摘
ま
む
春
を
こ
そ
待
て

(
一
二
四
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

春
深
か
み
ま
だ
き
付
け
た
る
蚊
遣
火
の
見
ゆ
る
は
富
士
の
煙
な
り
け
り

(二
〇
六
)

の
二
例
が

'
他
に
あ
ま
り
例
を
見
せ
ず
､

一
応
新
し
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
れ
は
､
歌
合
歌
や
遊
戯
歌
の
枕
詞
の
場
合
も
同
じ
で
あ
り
'
曽
爾
好
忠
を

除
く
他
の
歌
人
が
詠
じ
た
百
首
歌
中
の
枕
詞
九
例

(｢足
引
の
｣
｢
千
早
振
る
｣

｢
夏
草
の
｣
各
二
例
等
)
で
も
同
様
で
'

｢
千
穎
集
｣
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
だ
娘
の
立
田
の
山
の
育
つ
ゞ
ら
流
石
に
は
た
ぞ
く
る
人
も
無
き

(九

八
)

が
新
し
い
枕
詞
と
し
て
指
摘
で
き
る
に
止
ま
る
｡
以
上
の
如
く
'
専
門
歌
人
の

用
い
た
枕
詞
に
は
'

｢
足
引
の
｣

｢
千
早
振
る
｣
式
の
慣
用
的
な
も
の
を
昔
の

ま
ゝ
の
被
枕
詞
に
接
続
さ
せ
る
古
式
な
用
法
が
'
饗
の
歌
の
一
部
を
除
き
'
圧

倒
的
に
多
い
と
い
う
事
が
知
ら
れ
る
｡

専
門
歌
人
の
枕
詞
使
用
の
態
度
を
概
観
す
る
と
'
そ
こ
に
は
数
多
く
積
極
的

に
枕
詞
を
用
い
る
歌
人
と
'
殆
ん
ど
こ
れ
を
用
い
な
い
型
の
歌
人
と
が
存
す
る

事
が
知
ら
れ
る
｡
枕
詞
を
用
い
な
い
型
の
歌
人
に
は
'
増
基
法
師

･
壬
生
忠
見

･
源
信
明

･
藤
原
仲
文

･
源
貿
法
眼

･
源
兼
澄

･
藤
原
惟
成

･
藤
原
道
信

･
藤

原
相
知
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
'
数
多
-
積
極
的
に
用
い
た
の
は
'
藤
原
清
正

･
安日

法
法
師

･
藤
原
朝
忠

･
藤
原
為
信

･
源
順

･
恵
慶
法
師

･
別
田
千
穎

･
平
兼
盛

･
大
中
臣
能
五

･
藤
原
時
明

･
就
中
曽
爾
好
忠
ら
の
歌
人
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て

こ
の
よ
う
に
枕
詞
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
歌
人
群
の
中
に
'
当
代

を
代
表
す
る
全
て
の
歌
人
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
事
実
と
思

わ
れ
る
｡
も
っ
と
も
こ
れ
ら
意
欲
的
に
枕
詞
を
用
い
た
著
の
中
に
は
､
既
述
の

清
正

･
為
信
を
始
め
'
安
法
法
師

･
朝
恩

･
恵
慶
法
師

･
千
穎

･
兼
盛

･
時
明

の
よ
う
に
'
古
-
か
ら
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
種
類
や
用
法
の
枕
詞
を
'

繰
り
返
し
数
多
く
用
い
た
に
過
ぎ
ず
'
保
守
的

･
伝
統
墨
守
を
特
色
と
す
る
後

撰
集
の
時
代
の
詠
風
を
裏
書
き
す
る
者
が
多
い
｡

そ
う
し
た
内
に
あ
っ
て
'
伝
統
の
枠
の
内
か
ら
特
色
の
あ
る
個
性
的
な
枕
詞

の
使
用
態
度
を
窺
わ
せ
て
い
る
の
ほ
へ
源
順

･
大
中
臣
能
五

･
曽
弼
好
忠
の
三

E[

人
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
歌
人
は
'
い
わ
ば
'
同
じ
古
歌
に
依
拠
し
た
詠
歌
態
度

と
い
っ
て
も
'
他
の
歌
人
が
も
っ
ぱ
ら
詞
や
表
現
の
外
観
だ
け
を
摂
取
し
て
い

る
の
に
対
し
､
古
歌
の
心
や
本
質
の
理
解
に
立
脚
し
て
'
内
面
的
に
そ
の
風
姿

臼

を
学
ん
で
行
っ
た
人
々
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
｡

順
源
が
使
用
し
た
枕
詞

･
異
名
は
二
九
例
で
あ
り
'
そ
の
内
訳
は
'
双
六
盤



枕詞私見 (その三)-平安時代の枕詞-

･
碁
盤
歌

･
長
歌
に
各
三
例
'
天
地
歌

･
世
間
歌
に
各
二
例
'
犀
風
歌
三
例
'

奉
献
歌
二
例
'
外
に
双
六
盤

･
拾
遺
集
に
異
名
各

一
例
'
更
に

｢曽
丹
集
｣
の

源
順
百
首
に
枕
詞
七
例
'
異
名
三
例
と
な
る
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
に
は
'
家
集
に

ヽ
ヽ
ヽ

白
狼
の
知
ら
ぬ
身
な
れ
ど
大
淀
の
仰
せ
言
を
は
い
か
ゞ
そ
む
か
ん

(二
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

塵
も
無
き
鏡
の
山
に
い
と
ゞ
し
く
よ
そ
に
て
み
れ
ど
赤

き

紅
葉
菓

(五

三
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

世
中
を
何
に
た
と
へ
む
明
日
香
川
定
め
な
き
世
に
た
ぎ
つ
水
の
泡

(
一
二

莞

｢曽
丹

集

｣
中
の
源
順
百
首
に
､ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

蚊
遣
火
の
下
に
も
え
っ
ゝ
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
の
悲
し
さ

(五
三
八
)

な
ど
'
他
に
用
例
を
見
な
い
独
自
の
も
の
が
少
数
認
め
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が

ら

1
二
1
番
の
世
間
歌
は
'
当
然
古
今
集
の
九
三
三
番
の
著
名
な
無
常
歌
を
本

歌
と
し
た
結
果
生
ま
れ
た
枕
詞
で
あ
り
'
五
三
番
の
双
六
盤
歌
の
鏡
の
山
も
'

古
今
集
の
雑
歌
を
始
め
数
多
く
詠
ま
れ
て
人
口
に
胎
灸
し
た
近
江
国
蒲
生
郡
の

歌
枕
を
用
い
た
為
'
地
名
の
錠
の
称
辞
と
し
て
冠
す
る
古
式
な
枕
詞
の
用
法
と

思
わ
れ
る
｡
更
に
二
番
の
奉
献
歌
の

｢
大
淀
の
｣'

源
順

百
首

の

｢あ
や
め

革
｣
は
､
被
枕
詞
の

｢仰
せ
言
｣

｢あ
や
め
も
知
ら
ぬ
｣
の
語
頭
と
の
同
音
反

覆
か
ら
'
単
に
音
調
を
利
用
し
た
意
味
の
無
い
整
調
辞
で
'
万
葉
三

･
四
期
や

長
歌
に
数
多
-
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
語
免
は
独
特
の
も
の
で
あ

る
が
'
用
法
そ
の
も
の
は
古
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
｡
特
に
源
順
の
枕
詞
か

ら
は
t
,同
音
反
覆
の
も
の
が
他
に
も
'

ヽ
ヽ
ヽ

自
浪
の
知
ら
ぬ
身
な
れ
ど
大
淀
の
仰
せ
言
を
ば
い
か
ゞ
そ
む
か
ん

(
二
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

世
中
を
何
に
た
と
へ
む
あ
か
ね
さ
す
あ
さ
ひ
さ
す
ま
の
萩
の
上
の
露

(
一

一
九
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
か
ね
さ
す
あ
さ
ひ
に
消
ゆ
る
雲
間
よ
り
兆
し
や
す
ら
ん
野
辺
の
若
草

(官
首
歌

･
五
二
〇
)

な
ど
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
整
調
辞
と
し
て
枕
詞
を
用
い
た
歌
人
は
'
後

撰
集
時
代
他
に
殆
ん
ど
な
も

音
調
の
両
は
軽
視
さ
れ
､
も
っ
ぱ
ら
枕
詞
の
語

意
面
で
の
活
用
が
目
論
ま
れ
て
い
た
の
が
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
か
ら
'
温
順

の
こ
の
詠
法
は
独
自
の
も
の
と
言
え
る
｡
も
っ
と
も
源
順
の
整
調
辞
の
用
法
も

詳
細
に
見
れ
ば
'
語
意
面
で
も
巧
み
に
歌
境
に
参
劃
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し

得
る
｡
す
な
わ
ち
'
二
番
の
奉
献
歌
は
枕
詞
同
志

の

｢
し
ら
波
の
｣

｢
大
淀

の
｣
が
縁
語
関
係
を
結
ん
で
歌
の
背
後
に
波
の
寄
せ
る
広
大
な
入
江
の
イ
メ
ー

ジ
を
結
ん
で
い
る
と
言
え
'

｢あ
や
め
草
｣
も
'
恰
も
蚊
遣
火
の
下
に
菖
蒲
草

が
く
す
ぶ
っ
て
い
る
か
の
趣
き
を
添
え
'
更
に

｢あ

か
ね
さ
す
｣
の
二
首
で

は
'
歌
の
形
象
を
茜
色
で
染
め
て
い
る
と
解
し
得
る
か
ら
で
あ
る
｡

源
個
に
は
'
旅

･
宮
中
の
異
名
と
し
て

｢草
枕
｣

｢
百
敷
｣
を
用
い
た
例
が

五
例
も
あ
る
｡
更
に
源
順
百
首
の
五
八
二
番
に
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

世
の
中
に
叶
は
ぬ
も
の
は
恋
々
て
寝
る
し
き
た
へ
の
枕
な
り
け
り

と
四
句
に
枕
詞
を
用
い
た
例
や
'
繁
の
歌
に
は
枕
詞
を
用
い
な
い
等
の
特
散
も

認
め
ら
れ
､
彼
が
旧
来
の
枕
詞
を
そ
の
ま
ゝ
形
式
的
に
踏
襲
し
て
い
る
の
で
な

い
事
が
窺
わ
れ
る
｡

大
中
臣
能
宜
も
二
〇
例
の
枕
詞
を
用
い
て
い
る
｡
能
宜
の
枕
詞
は
既
に
何
度

か

｢
能
宣
集
｣
の
例

と
し
て
新
し
い
用
例
を
指
摘
し
た
如
く
'
犀
夙
歌
で
も
賓

の
歌
で
も
位
相
に
扱
わ
れ
る
事
な
-
個
性
的
な
枕
詞
を
使
用
し
た
点
に
特
色
が

認
め
ら
れ
る
｡
彼
は

｢千
早
振
る
｣
な
ど
古
い
枕
詞
を
し
ば
し
ば
慣
用
的
に
用

い
て
い
る
が
'
反
面
時
代
の
流
行
に
鋭
敏
に
反
応
し
'
当
時
の
縁
語

･
懸
詞
の

中
へ
枕
詞
を
繰
り
込
ま
せ
る
詠
法
を
'
専
門
歌
人
の
中
で
大
胆
に
取

り
入
れ

た
｡
能
宜
の
歌
か
ら
は
全
般
に
平
淡
な
詠
と
洗
錬
さ
れ
た
技
巧
の
冴
え
を
見
せ

る
も
の
と
が
認
め
ら
れ
る
が
'
彼
の
用
い
た
枕
詞
も
古
い
も
の
と
流
行
の
先
端

を
走
る
用
法
の
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
｡
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曽
爾
好
忠
の
場
合
に
も
､
彼
の
歌
風
の
特
徴
に
叶
う
個
性
的
な
枕
詞
の
使
用

3

法
が
見
出
さ
れ
る
｡
枕
詞
に
表
わ
れ
た
好
忠
の
特
徴
と
は
'
創
意
工
夫
を
凝
ら

し
た
新
し
い
語
粂

･
用
法
の
枕
詞
が
多
い
点
に
あ
る
｡
現
存
資
料
で
そ
れ
迄
他

に
例
を
見
な
い
枕
詞
は
'

ヽ
ヽ
ヽ

玉
垣
の
三
拝
の
船
戸
に
春
な
れ
ば
ゆ
き
か
ふ
人
の
花
を
た
む
く

る

(七

五
)

ヽ
ヽ
ヽ

久
方
の
岩
戸
の
関
も
あ
け
な
-
に
夜
半
に
吹
き
-
る
秋

の
初

風

(
1
九

八
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

む
つ
ま
じ
き
妹
背
の
山
と
知
ら
ね
ば
や
初
秋
霧
の
立
ち
へ
だ
て
つ
る

(二

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

〇
九
)

自
浪
の
た
づ
き
あ
り
せ
ば
皇
の
大
官
人
と
な
り
も
し
な
ま
し

(四
七
七
)

が
あ
り
'
他
に
百
首
歌
の
序
文
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
き
し
ま
や
三
輪
の
社
の
麓
な
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ひ
を
虫
の
一
日
を
暮
ら
し

の
二
例
が
認
め
ら
れ
る
｡
更
に
被
枕
詞
と
の
接
続
が
他
に
例
を
見
な
い
も
の
と

し
て
'ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
か
ね
さ
し
岩
戸
の
山
も
見
え
ぬ
べ
-
日
を
き
は
め
て
も
照
れ
る
夏
か
な

(
一
四
八
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

入
日
さ
す
佐
保
の
川
瀬
の
杵
原
く
も
ら
ぬ
雨
と
木
の
葉
ふ
り
つ
ゝ

(

二
六

九
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

宮
木
こ
る
を
の
ゝ
篠
原
見
わ
た
せ
ば
め
も
は
る
ば
る
と
浅
緑
な
り

(四

九
)

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

年
ふ
れ
ば
鳥
羽
の
玉
す
ら
老
い
に
け
り
烏
の
髪
に
年
つ
も
り
つ
つ

(三
五

九
)

ヽ
ヽ
ヽ

夢
に
て
も
思
ほ
ざ
り
L
を
白
雲
の
か
1
る
憂
き
世
に
す
ま
ひ
せ
ん
と
は

(四
二
九
)

の
五
例
と
'
毎
月
集
中
の
長
歌
の
中
に
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
ら
が
ね
の
年
の
日
数
を
か
ぞ
ふ
と
て

(
一
)

ヽ
ヽ
ヽ

青
柳
の
い
と
ま
の
ひ
ま
も
な
き
ま
で
に

(
こ

ヽ
ヽ
ヽ

呉
竹
の
く
れ
ゆ
く
冬
の
あ
り
さ
ま
を

(二
七
七
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
よ
竹
の
長
き
夜
な
夜
な
思
ひ
集
め

(二
七
七
)

の
四
例
が
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
該
当

例
が
見
ら
れ
る
事
実
は
､
当
時
の
歌
人
と
し
て
は
際
立
っ
て
数
多
く
の
斬
新
な

枕
詞
を
用
い
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
｡
更
に
'
万
葉
集
に
認
め
ら
れ
る
枕
詞

で
も
'

ヽ
ヽ
ヽ

夏
の
日
の
管
の
根
よ
り
も
長
き
を
ぞ
夜
ぬ
ぎ
か
へ
暮
し
わ
び
ぬ
る

(
一
二

四
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
く
ひ
な
の
せ
き
ま
が
岡
の
つ
･1
じ
原
色
照
る
ま
で
に
花
咲
き
に
け
り

(八
二
)

ヽ
ヽ

庭
溌
流
れ
て
人
や
見
え
来
る
と
曇
れ
は
た
の
む
夏
の
夕
暮

(
一
四
七
)

な
ど
の
例
は
'
当
時
と
し
て
は
珍
ら
し
い
用
例
に
な
る
｡
好
忠
の
用
い
た
枕
詞

の
中
に
は

｢
行
く
水
の
-

絶
え
ぬ
｣

｢
蛙
鳴
-
-

井
手
｣

｢
せ
み
の
羽
の

-

蒔
き
｣

｢冬
草
の
-

枯
れ
｣
な
ど
古
今
集
の
枕
詞
も
存
在
す
る
が
'
以

上
の
指
摘
か
ら
'
好
忠
は
際
立
っ
て
新
し
い
枕
詞
を
積
極
的
に
用
い
た
と
言
え

る
｡
ち
な
み
に
'
同
じ

｢曽
丹
集
｣
に
あ
る
源
順
首
首
に
も
'
こ
れ
迄
あ
げ
て

き
た
諸
特
徴
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
用
例
も
見
当
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
を
通
説
の
如
-
珍
奇
な
語
免
や
表
現
を
好
む
好
忠
の

習
癖
の
所
産
と
理
解
す
る
の
は
当
を
得
て
い
な
い
よ
う

に
思
う
｡
何
故
な
ら

ば
'
好
忠
が
用
い
た
枕
詞
は
'
被
枕
詞
と
の
み
意
味
上
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い

る
反
面
'
そ
れ
以
外
の
歌
語
と
は
連
ら
な
ら
な
い
万
葉
的
な
古
式
の
用
法
を
墨

守
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
好
忠
の
枕
詞
に
は
'

一
首
全
体
の
縁
語
の
中
に
組

み
込
ま
れ
る
よ
う
な
用
例
は
見
当
ら
な
い
｡
こ
れ
は
当
時
の
一
般
の
詠
風
か
ら



枕詞私見 (その三)一平安時代の枕詞-

見
る
と
全
-
特
異
な
も
の
で
あ
り
'
好
忠
は
こ
の
時
代
風
潮
に
骨
ぜ
ず
意
識
的

に
彼
の
詠
法
に
徹
し
た
結
果
と
解
す
る
の
が
順
当
と
思
わ
れ
る
｡
万
葉
そ
の
ま

ま
の
用
法
が
'
彼
の
場
合
の
み
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
の
は
'
珍
奇
な
る
も
の
を

求
め
る
意
識
か
ら
で
は
な
く
'
万
葉
歌
人
の
詩
精
神
を
十
分
岨
唱
し
､
万
葉
歌

人
と
同
じ
意
識
で
詠
歌
し
た
態
度
が
生
ん
だ
結
果
と
こ
れ
を
見
な
す
の
が
妥
当

E

で
あ
る
と
思
う
｡
万
葉
歌
人
は
前
稿

に
触
れ
た
如
く
'
新
し
い
語
桑
に
よ
る
新

鮮
な
枕
詞
を
数
多
-
創
作
し
続
け
て
い
た
｡
好
忠
は
ま
さ
と
-
万
葉
歌
人
の
枕

詞
に
対
す
る
こ
の
態
度
を
'
そ
の
ま
ま
後
撰
集
の
時
代
に
復
活
さ
せ
た
歌
人
で

あ
る
と
主
張
し
た
い
｡
後
撰
集
時
代
の
歌
界
は
'
古
歌
を
尊
重
し
'
そ
の
表
現

を
利
用
し
て
歌
を
詠
ん
だ
時
代
で
あ
る
｡
し
か
し
当
時
の
古
歌
と
は
古
今
集
の

歌
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
っ
た
｡
そ
の
中
に
あ
っ
て
源
順
や
曽
瑚
好
忠
は
そ
の

範
囲
を
万
葉
集
に
迄
広
げ
'

一
般
が
古
今
的
詠
法
に
終
始
し
て
い
る
中
に
あ
っ

て
万
葉
の
精
神

･
詠
法
を
自
家
薬
寵
中
の
物
と
し
た
｡
こ
こ
に
専
門
歌
人
と
し

て
の
斡
持
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
特
に
好
忠
の
場
合
'
規
範
と
仰
い
だ

万
葉
歌
か
ら
も
'
古
今
集
の
場
合
同
様
漸
次
本
質
的
な
詠
歌
態
度
を
学
ん
で
行

E

き
'
つ
い
に
万
葉
的
な
直
情

･
即
物
的
な
詠
風
を
自
分
の
も
の
と
し
て
い

る

｡

好
忠
の
歌
に
見
ら
れ
る
枕
詞
の
諸
特
徴
は
'
こ
の
よ
う
な
彼
の
詠
歌
態
度
の
中

か
ら
当
然
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
た
い
｡

(注
)
H

山
口
博
氏

前
掲
容

3I

桂
官
本
叢
書
二
十
巻
御
集

解
説

(伊
知
地
鉄
男
･橋
本
不
美
男
氏
解
説
)

日

｢国
文
学
言
語
と
文
芸
｣
五
九
号
'
｢曽
弼
好
忠
試
論
｣
1
七
京
で
'
兼
盛

集
の
枕
詞
使
用
百
分
比
を
〇
･
八
と
し
た
の
は
､
七
･
七
の
誤
り
で
あ
る
｡

四

好
忠
を
伝
統
的
歌
人
せ
し
て
把
垣
す
る
事
は
'
目
の
拙
稿
で
論
じ
た
｡

餌

枕
詞
私
見
-

そ
の
ニ
ー

長
野
高
専
紀
要
第
二
号
'
昭
和
42
年

3=

目
の
前
梅
香

五

｢枕
冊
子
｣
の

｢清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
｣

(大
系
本
二
三
段
)
で
'
宝
塔

殿
の
女
御
が
姫
君
の
頃
'
父
師
声
が
作
歌
修
銃
の
法
と
し
て
'
古
今
集
の
歌
二

十
巻
を
全
て
暗
詞
さ
せ
た
話
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
'
後
撰
集
時
代
の
女
性
の

歌
は
'
古
今
集
に
歌
の
規
範
を
求
め
'
歌
語
り
を
記
憶
し
'
古
歌
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
'
作
歌
の
際
に
既
製
の
表
現
語
句
を
利
用
し
て
成
っ
て
い
た
｡
こ
の

事
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
'
女
流
歌
人
が
用
い
た
枕
詞
は
古
今
集
の
枕
詞

の
枠
の
中
か
td
T
つ
と
し
て
逸
脱
し
て
い
な
い
｡
彼
女
達
が
そ
の
中
で
工
夫
し

た
事
と
い
え
ば
'
伝
統
的
な
枕
詞
の
用
法
か
ら
は
み
出
し
た
既
述
の
後
撰
集
的

特
散
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
事
は
摂
関
家
歌
人
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
｡

語
意
面
で
枕
詞
を
活
用
し
た
古
今
集
歌
人
の
場
合
は
'
し
か
し
な
が
ら
枕
詞
本

来
の
用
法
を
危
う
く

一
線
を
劃
し
守
っ
て
い
た
の
に
対
し
'
こ
れ
ら
後
撰
集
の

素
人
歌
人
は
そ
れ
を
大
胆
に
踏
み
外
し
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
専
門
歌
人
は
､
大
中
臣
能
宣
ら
を
除
く
な
ら
ば
､
古
く
か
ら

の
枕
詞
の
伝
統
的
用
法
を
守
り
へ
古
風
な
枕
詞
を
数
多
く
用
い
て
い
た
｡
そ
の

中
に
あ
っ
て
'
源
順

･
曽
禰
好
忠
の
枕
詞
は
万
葉
集
の
枕
詞
を
当
代
に
復
活
さ

せ
た
点
で
異
色
の
存
在
で
あ
っ
た
｡
専
門
歌
人
の
多
-
の
場
合
'
用
い
た
枕
詞

の
特
色
と
詠
風
の
特
徴
と
の
問
に
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
点
も
見
逃
せ
な

い
特
散
だ
と
思
う
｡

後
撰
集
時
代
の
歌
人
は
'
古
歌
に
依
存
す
る
詠
歌
態
度
を
と
る
ば
か
り
で
な

く
'
同
時
代
の
歌
人
同
志
の
問
で
も
互
い
に
依
存
し
合
う
詠
歌
態
度
を
と
っ
て

い
た
｡
こ
の
傾
向
を
如
実
に
示
す
の
は
'
或
る
種
の
枕
詞
が
､
古
今

･
後
撰

･

拾
遺
集
の
時
代
に
流
行
し
て
い
た
形
跡
を
と
ゞ
め
て
い
る
点
で
あ
る
と
思
う
｡

こ
こ
で
流
行
と
い
う
の
は
'

一
つ
の
枕
詞
が
或
る
一
定
の
時
代
の
み
に
'
三
人

以
上
の
歌
人
又
は
歌
集
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
現
象
を
さ
す
｡
こ
れ
に
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三
代
集
で
該
当
す
る
枕
詞
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
さ
つ
ゆ
の

古
今
集

貫
之
集

古
今
六
帖

和
泉
式
部
日
記

ヽ
ヽ
ヽ

青
柳
の

古
今
集
仮
名
序

窮
恒
集

宗
干
集

後
撰
集

大
和
物
語

曽
丹
集

宇
津
保
物
語

高
遠
集

紫
式
部
日
記

和
泉
式
部
日
記

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ
の
め
は
る

後
撰
集

曽
丹
集

古
今
六
帖

(山
田
集
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
ら
雷
の

古
今
集

窮
恒
集

後
撰
集

大
和
物
語

平
中
物
語

頼
基
集

古
今
六
帖

村
上
御
集

西
宮
左
大
臣
御
集

順
集

能
宜
集

高
光
集

和
泉
式
部
集

重
之
集

拾
遺
集

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

岬
の
羽
の

古
今
集

曽
丹
集

相
知
集

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
よ
竹
の

古
今
六
帖

一
条
摂
政
御
集

順
集

曽
丹
集

拾
遺
集

ヽ
ヽ
ヽ

夕
月
夜

古
今
集

兼
輔
集

信
明
集

如
意
宝
集

三
十
人
操

の
七
超
群
で
あ
り
'
外
に
三
代
集
時
代
に
用
例
が
多
い
も
の
と
し
て

｢
さ
さ
が

に
の
｣
が
指
摘
し
得
る
｡
こ
れ
は
新
古
今
時
代
に
流
行
し
た
枕
詞

1
八
種
塀
に

較
べ
'
数
量
の
上
で
は
劣
る
が
'
新
古
今
時
代
の
そ
れ
が
万
葉
集
の
枕
詞
の
復

W

活
で
あ
っ
た
の
に
対
し
'
三
代
集
の
場
合
は
'
い
ず
れ
も
古
今
集
的
表
現
を
端

的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
点
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
三
代
集
の
時
代
の
和
歌
は
'
い
ず
れ
の
点
か
ら
み
て
も
古
今
集

の
世
界
を
規
範
と
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
｡
そ
の
中
で
'
現
存

私
家
集
に
つ
い
て
そ
の
枕
詞
使
用
の
百
分
比
を
算
出
す
る
と
'
古
今
集
時
代
O
.

1
二

･
〇
に
対
し
'
後
撰
集
時
代
四

･
七
'
拾
遺
集
時
代
三

･
〇
と
'
際
立
っ

た
減
少

傾
向
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
歌
合
歌
の
場
合
を
除
く

な
ら
ば
'
勅
撰

集
で
も
同
じ
で
あ
り
､
数
値
の
上
で
は
'
女
流
歌
人

･
摂
関
家
歌
人
の
使
用
率

は
拾
退
集
時
代
の
そ
れ
に
近
く
'
専
門
歌
人
の
四

･
九
が
'
わ
ず
か
に
目
に
付

-
に
過
ぎ
な
い
｡
か
よ
う
に
後
撰
集
時
代
の
枕
詞
は
'
古
今
集
と
同
質
の
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
古
今
集
の
そ
れ
と
較
べ
数
減
の
状
態
に
あ
り
'
む

H

09

叶
う
流
行
が
認
め
ら
れ
る
の
は
'
三
代
集
時
代
と
新
古
今
時
代
の
み
で
あ
る
｡

3

し
ろ
次
の
拾
遺
集
の
時
代
に
近
く
'
位
相
に
よ
り
歌
人
の
階
層
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
特
色
の
あ
る
用
法
が
見
出
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡

(注
)
H
臼

拙
稿
｢新
古
今
時
代
の
枕
詞
｣
中
世
文
学
第
二
二
号

昭
和
43
年
5
月


