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賀
茂
真
淵
は

｢
冠
辞
考
｣
で
'
歌
全
体
の
文
意
と
は
直
接
に
意
味
的
連
関

が

な
く

＼

(意
味
の
非
実
質
性
)'
五
言

1
句
'
被
枕
詞
と
の
接
続
関
係
が
特
殊
で
固
定
H
Tて
お
り

言
い
な
ら
わ
さ
れ
た
言
葉

(社
会
性

･
固
定
性
)'

古
語
で
あ
り
形
式
的
に
長
森
さ
れ

て
き
た
も
の
と
す
る

(古
語
性
)
の
四
つ
の
条
件
に
叶
う
歌
詞
を
枕
詞
と
定
義
し
て
い

る
｡
古
代
研
究
の
1
環
と
し
て
万
葉
中
心
に
形
成
さ
れ
た
真
淵
の
こ
の
枕
詞
観
は
'
江

戸
時
代
の
国
学
者
ば
か
り
で
な
く

何
ゆ
え
か
無
条
件
で
明
治
以
降
の
国
文
学
者
に
ち

受
け
継
が
れ
た
｡
こ
の
結
果
､
歌
人
の
個
性
創
造
性
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
見
な
さ

れ
た
枕
詞
は
'
近
代
の
文
学
研
究
の
立
場
か
ら

｢
一
切
の
慣
用
句
を
捨
て
て
'
使
わ
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
い
と
思
う
｣
(文
章
読
本
)
野
間
宏
'

そ
こ
ま
で
徹

底
し
な
く
と
も
価
値
の
低
い
第
二
義
的
な
特
殊
な
歌
詞
と
し
て
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
｡
枕
詞
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は

個
性
が
問
題
と
な
ら
な
い
民
俗
学
に
お
い
て
で
あ
り
'
古
代
の
究
明
を
目
的
と
し
て
そ

の
発
生
事
情
が
論
じ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
は
'
こ
の
間
の
事
情
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
｡

沢
潟
久
孝
博
士
は

｢
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
｣

(万
葉
の
作
品
と

時
代
)
の
中
で
'
人
麻
呂
が
創
作
し
た
枕
詞
七
十
余
種
を
御
指
摘
に
な
ら
れ
る
が
'
こ

れ
は
暗
に
真
淵
の
い
う
社
会
性

･
固
定
性

･
古
語
性
な
る
枕
詞
観
を
批
判
さ
れ
た
も
の

と
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
今
日
で
も
こ
の
真
淵
の
定
義
は
枕
詞
を
理
解
す
る
根
本
概
念
と

し
て
遍
く
万
人
の
支
持
を
保
っ
て
い
る
｡
以
上
の
枕
詞
観
か
ら
す
れ
ば
'
平
安
時
代
の

和
歌
に
認
め
ら
れ
る
枕
詞
は
'
万
葉
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
価
値
の
低
い
無
用
の
長
物

以
外
の
何
物
で
も
な
-
な
っ
て
し
ま
う
｡
事
実
平
安
時
代
の
枕
詞
に
つ
い
て
論
究
さ
れ

た
先
学
は
'
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
十
指
に
も
満
た
な
い
｡
け
れ
ど
も
'
も
し
真
淵
の

枕
詞
観
自
体
に
対
し
て
､
ま
た
は
万
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
概
念
を
尽
度
と
し
て
平

安
時
代
の
枕
詞
を
律
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
'
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
過
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
問
を
抱
い
た
場
合
'

一
体
平
安
時
代
の
枕
詞
の
実
情
は
ど
の
よ
う
に
把

捉
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

平
安
時
代
の
枕
詞
の
変
遷
を
概
観
す
る
と
'
四
つ
の
注
目
す
べ
き
時
点
の
存
在
が
想

定
さ
れ
て
-
る
｡
そ
の
第

一
は
'
い
わ
ゆ
る
古
今
集
の
時
代
で
あ
り
'
こ
の
時
期
の
枕

詞
が
歌
風
の
場
合
同
様
以
後
の
八
代
集
時
代
に
お
け
る
枕
詞
の
性
格
'
重
要
度
を
決
定

付
け
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
｢
石
上
枕
詞
例
｣
の
著
者
は
'
｢古
今
の
頃
に
至
り

て
は
古
事
記

･
日
本
紀

･
万
葉
集
中
に
最
多
な
る
枕
詞
を
十
に
九
を
捨
て
'
足
引
の
久

方
の
'
首
数
の
'
た
ら
ち
ね
の
'
う
つ
せ
み
の
等
雅
び
た
る
を
綾
に
択
り
出
で
て
'
最

も
巧
に
も
雅
に
も
用
ひ
な
せ
る
い
よ
よ
ま
ぐ
は
ひ
な
る
を
好
ま
れ
た
る
な

り
｣
と
説

き
､
尾
上
八
郎
博
士
は
'
古
今
集
に
1
四
三
の
枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
と
い
い
'
そ
の
半

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

数
は
梓
弓
を
は
る
に
'
王
笹
を
二
見
に
続
け
る
懸
詞
か
ら
く
る
類
で
'
性
質
状
態
か
ら
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す
る

｢
た
ら
ち
ね
の
母
｣
反
覆
か
ら
す
る

｢
白
川
の
し
ら
ず
｣
な
ど
が
そ
れ
に
次
い
で

多
い
事
か
ら
し
て
'
万
乗
時
代
の
枕
詞
の
趨
勢
は
質
の
面
で
は
改
ま
っ
て
い
な
い
と
言

わ
れ
'
枕
詞
の
置
か
れ
る
位
置
も
第

一
句
の
も
の
が
五
七
%
'
第
三
句
の
も
の
が
こ
れ

に
次
ぐ
の
で
あ
る
が
'
四
句
'
五
旬
日
に
枕
詞
が
置
か
れ
た
例
も
見
出
さ
れ
る
事
か
ら

｢前
代
と
当
代
と
'
枕
詞
の
意
義
を
異
に
し
た
の
は
'
枕
詞
を
し
て
接
頭
語
に
終
ら
し

め
ず
'
本
義
と
必
然
的
関
係
あ
る
如
-
作
為
L
t

一
枕
詞
に
限
り
'
他
の
も
の
を
以
て

し
て
は
'
全
然
意
義
を
失
ふ
が
如
-
接
合
す
る
こ
と
を
し
て
来
た
事
で
あ
る
｡｣
｢枕
詞

も
旧
来
の
ま
ゝ
を
用
ひ
る
が
'
受
辞
の
変
化
を
来
し
て
'
人
の
意
表
に
出
で
よ
う
と
も

し
て
ゐ
る
｣
(古
今
集
の
修
辞
)
な
ど
の
特
徴
を
あ
げ
ら
れ
た
｡

福
井
久
蔵
博
士
も
ま

た

｢枕
詞
の
研
究
と
釈
義
｣
の
中
で
同
様
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
先
賢

の
御
指
摘
は
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
で
有
難
い
の
で
あ
る
が
'
立
論
の
基
盤
に
は
や
は
り
万
葉

集
の
枕
詞
が
本
来
の
枕
詞
で
あ
り
､
古
今
集
の
枕
詞
は
そ
の
残
淳
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

意
識
が
等
し
く
認
め
ら
れ
る
｡枕
詞
が
其
の
精
彩
を
放
っ
た
の
は
万
葉
集
ま
で
で
､古
今

集
以
後
は
そ
の
形
骸
に
す
ぎ
な
い
と
は
'
む
し
ろ
一
般
の
常
識
で
こ
れ
ま
で
古
今
集
の

枕
詞
を
正
面
か
ら
追
求
さ
れ
た
こ
れ
ら
先
賢
の
研
究
も
こ
の
範
囲
を
出
て
は
い
な
い
｡

し
か
し
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
｡
万
葉
集
の
枕
詞
の
大
半
は
長
歌
の
内

に
存
荏

し
'
短
歌
の
中
の
用
例
は
意
外
に
少
な
い
の
で
あ
る
｡
古
今
集
の
数
少
な
い
長
歌
に
も

枕
詞
は
豊
富
に
用
い
ら
れ
て
お
り
'
万
葉
集
の
そ
れ
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
｡
要

は
古
今
集
に
長
歌
が
少
な
く

す
で
に
長
歌
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
'

万
葉
集
の
枕
詞
と
古
今
集
の
そ
れ
と
の
間
に
数
値
の
上
で
相
当
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ

る
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
万
葉
集
の
短
歌
に
も
枕
詞
が
用
い
ら
れ

て
い
る
以
上
'
こ
の
隔
た
り
だ
け
に
よ
っ
て
枕
詞
自
体
の
変
化
を
説
-
こ
と
は
当
を
得

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
さ
ら
に
万
葉
歌
人
の
中
に
は
柿
本
人
麻
呂

･
山
上
憶
良

･

大
伴
坂
上
郎
女
･山
部
赤
人
･笠
金
村

･
高
橋
虫
麻
呂

･
大
伴
家
持

･
大
伴
地
主

･
中
臣

宅
守

･
田
辺
福
麻
呂
な
ど
'
枕
詞
を
積
極
的
に
用
い
た
者
が
何
人
か
見
出
さ
れ
る
｡
な

か
ん
ず
-
数
多
く
の
枕
詞
を
創
造
し
長
歌
中
心
に
も
っ
と
も
よ
く
使
い
こ
な
し
た
の
は

柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
｡
そ
し
て
人
麻
呂
の
枕
詞
を
無
条
件
で
意
図
的
に
踏
襲

･
模
倣
し

た
家
持
の
存
在
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
二
人
の
短
歌

･
長
歌
以
外
の
万
葉
集
の
用

例
は
'
わ
れ
わ
れ
が
思
っ
て
い
る
程
実
際
は
多
-
な
い
の
で
あ
る
｡
今
試
み
に
沢
潟
久

孝

･
森
本
治
吉
博
士
著

｢
作
者
別
年
代
順
万
葉
集
｣
に
よ
っ
て
'
家
持
と
防
人

(異
質

と
思
わ
れ
る
の
で
)
の
作
を
除
い
た
第
四
期
の
歌
人
の
短
歌
か
ら
枕
詞
を
摘
出
L
t
こ

れ
を
古
今
集
の
短
歌
と
比
較
し
て
み
る
｡
万
葉
四
期
は
短
歌
数
六
二
八
､
枕
詞
九
七
'

百
分
比

一
五

･
四
と
な
る
の
に
対
し
'
古
今
集
は
短
歌
数

二

〇
六
'
枕
詞

一
四
六
'

百
分
比

一
三

二
一な
る
数
値
が
求
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
同
程
度
の
枕
詞

が
古
今
集
中
に
も
存
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
短
歌
の
中
で
用

い
ら
れ
る
枕
詞
に
限
っ
て
い
え
ば
､
万
葉
と
古
今
と
で
は
数
量
の
上
で
の
差
異
は
認
め

難
い
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

1
般
に
古
今
集
の
枕
詞
と
万
乗
の
そ
れ
と
に
つ
い
て
相

違
が
云
々
さ
れ
る
事
情
は
1
体
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
.

次
に
問
題
と
な
る
時
点
滋
白
井
裕
子
氏

(
｢
枕
詞
の
消
長
｣
国
文
目
白
第
五
号
)
に

ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
拾
遺
集
と
後
拾
遺
集
と
の
間
の
断
層
で
あ
る
｡
真
下
和
子
氏
(｢三

代
集
の
枕
詞
｣
女
子
大
文
学
国
文
茄
第

1
六
号
)
が
三
代
集
を

一
ま
と
ま
り
と
見
な
し

て
立
論
さ
れ
た
の
も
'
お
そ
ら
く
拾
遺
集
と
後
拾
遺
集
の
枕
詞
と
は
異
な
る
事
が
前
提

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
た
し
か
に
勅
撰
集
に
限
っ
て
み
て
ゆ
け
ば
'
拾
遺
集
ま
で
の
枕

詞
と
後
拾
遺
集
以
後
の
枕
詞
と
が
数
値
に
お
い
て
著
し
く
相
違
し
て
い
る
事
は
認
め
ら

れ
る
｡
し
か
し
勅
撰
集
と
は
'
そ
の
時
代
時
代
の
紀
念
碑
的
撰
集
事
業
な
の
で
あ
り
､

常
に
こ
れ
ま
で
の
先
人
の
秀
歌
と
当
代
歌
人
の
作
と
が
調
和
を
以
っ
て
編
纂
さ
れ
る
性
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の
で
あ
る
｡
拾
遺
集
に
は
人
麻
呂
の
歌

一
〇
〇
首
を
始
め
数
多
く
の
万
葉
歌
の

認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
､後
拾
遺
集
に
は
こ
の
よ
う
な
万
葉
歌
は
見
ら
れ
な
い
(

二
つ
の
集
の
枕
詞
の
数
量
的
変
化
の
要
因
は
こ
の
点
に
多
く
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
'
勅

撰
集
の
外
形
的
傾
向
の
み
を
も
っ
て
そ
の
時
代
の
枕
詞
の
消
長
を
論
ず
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
調
査
対
象
を
私
家
集

･
私
撰
集

･
歌

合
そ
の
他
に
拡
げ
て
み
る
と
'
古
今
集
の
撰
者
の
場
合
と
比
べ
以
後
漸
次
枕
詞
の
使
用

が
減
少
し
て
-
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
現
象
は
'
ど
の
年
代
か
ら
と
い
う

よ
う
な
明
確
な
断
層
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
'
む
し
ろ
歌
人
に
よ
っ
て
枕
詞
を
数
多
く

用
い
る
者
と
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
者
と
が
存
す
る
と
い
う
作
者
の
問
題
で
あ
り
､
勅
撰

集
や
古
今
六
帖

(万
葉
歌
を
除
い
て
も
)'

犀
風
歌

･
繁
の
歌
に
枕
詞
が
多
く
'
女
流

歌
人

･
歌
合
の
歌
に
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
と
い
う
和
歌
の
位
相
に
か
ゝ
わ
る
問
題

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
数
値
が
低
下
す
る
傾
向
の
中
で
'

歌
人

･
位

相
に
よ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
点
に
こ
の
時
期
の
特
色
が
見
ら
れ
る
｡

金
菓
集
時
代
の
歌
界
は
'
源
俊
煩

･
藤
原
基
俊
の
出
現
に
よ
り
新
旧
両
沢
の
対
立
の

様
相
を
呈
L
t
新
古
今
に
遵
ら
な
る
新
風
和
歌
の
胎
動
期
を
迎
え
る
｡
こ
の
中
に
あ
っ

て
枕
詞
は

一
体
新
旧
い
ず
れ
の
歌
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
､
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
留

め
ら
れ
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
'
枕
詞
を
単
な
る
化
石

･
万
乗
の
形
骸

と
見
な
さ
ず
'
平
安
時
代
に
は
平
安
時
代
な
り
に
活
用
さ
れ
て
い
た
と
見
る
な
ら
ば
当

然
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
と
思
わ
れ
る
｡
特
に
こ
の
期
以
降
に
万
葉
集
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
古
い
枕
詞
の
復
活
も
認
め
ら
れ
る
な
ど
'
金
菓
集
の
時
期
を
平
安
時
代
の
枕

詞
の
流
れ
の
中
で
第
三
に
注
目
す
べ
き
時
点
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

最
後
に
問
題
と
す
べ
き
は
新
古
今
時
代
で
あ
る
｡
こ
の
期
の
枕
詞
は
定
家

･
家
隆
ら

御
子
左
家
流
に
よ
っ
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
'
新
古
今
風
の
形
成
に
お
け
る
重
要

な
修
辞
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
｡
現
存
の
諸
資
料
に
よ
っ

て
み
る
と
'
枕
詞
は
万
葉
集
'
古
今
集
に
次
い
で
第
三
の
ピ
ー
ク
を
こ
の
時
点
に
迎
え

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
本
稿
で
は
以
上
の
点
を
問
題
と
L
t
併
せ
て
平
安
時
代
全
般
を

通
し
て
の
枕
詞
を
概
観
し
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
｡

そ
こ
で
本
稿
の
前
提
と
な
る
の
は
何
を
枕
詞
と
認
め
る
か
と
い
う
定
義

で
あ

る
｡

｢
和
歌
文
学
大
辞
典
｣
の

｢枕
詞
｣
の
項
に
は
'
高
崎
正
秀
博
士
が
'

全
体
の
文
意
と
は
直
接
に
意
味
的
連
関
が
な
く
'
単
に
主
想
の
1
部
を
表
現
に
導
く

た
め
に
そ
の
詞
句
を
修
辞
す
る
詞
で
あ
り
'
こ
の
点
は
序
詞
と
同
じ
で
あ
る
が
'
枕

詞
は
固
定
性

･
社
会
性
が
あ
り
､
通
常
五
音
節

一
句
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
｡

一
定

の
言
葉
に
一
定
の
枕
詞
を
冠
す
る
の
が
本
来
の
姿
で
'
枕
詞
は
被
枕
詞
と
の
関
係
に

お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
同

一
の
詞
句
で
も
そ
の
使
用
法
に
よ
っ
て
は

枕
詞
と
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
｡

と
あ
り
'
意
味
の
非
実
性
を
ま
ず
あ
げ
'
次
ぎ
に
序
詞
と
の
相
違
と
し
て
社
会
性
'
固

定
性
を
述
べ
'
五
音
節

一
句
か
ら
な
る
歌
詞
を
枕
詞
と
定
義
さ
れ
る
｡
本
稿

で
扱

う

枕
詞
は
'
意
味
の
非
実
質
性
'
五
音
節

一
句
は
こ
れ
を
重
視
し
'
社
会
性
'
固
定
性
は

か
な
ら
ず
L
も
拘
泥
し
な
い
こ
と
と
し
た
｡
そ
の
結
果
平
安
時
代
の
枕
詞
を
扱
う
場
合

は
'
万
葉
中
心
に
形
成
さ
れ
た
通
常
の
枕
詞
の
定
義
で
は
律
し
き
れ
な
い
幾
つ
か
の
問

題
点
が
見
出
さ
れ
た
｡
そ
こ
で
本
稿
で
枕
詞
を
扱
っ
て
行
く
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
点

に
つ
い
て
さ
ら
に
触
れ
て
み
た
い
｡

-
'
あ
し
ひ
き
の
'
あ
ら
た
ま
の
'
ち
は
や
ぶ
る
'
ぬ
ば
玉
の
'
久
方
の
な
ど
の
語
義

が
不
明
な
枕
詞
は
'
土
橋
寛
博
士
が

｢
舌
代
歌
謡
論
｣
の
中
で
御
指
摘
の
如
-
'
社
会

化
'
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
'
意
味
の
非
実
質
性
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
'
平
安
時

代
の
和
歌
に
お
い
て
も
枕
詞
と
認
め
ら
れ
る
｡
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ヽ
ヽ
ヽ

2
'
こ
の
時
代
に
至
る
と
'

｢夜
を
さ
む
み
を
-
は
っ
し
も
を
は
ら
ひ
っ
ゝ
草
の
枕
に

あ
ま
た
た
び
ぬ
｣

(古
今
'
窮
恒
'
窮
旅
)
の
よ
う
に
へ
意
味
の
実
質
性
が
認
め
ら
れ

ヽ
ヽ

'
し
か
も
七
音
句
に
置
か
れ
た
枕
詞
風
の
語
群
が
多
-
見
出
さ
れ
る
｡
特
に
草
枕
に
対

す
る

｢
草
の
枕
｣
は
多
く
の
歌
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
｡
中
に
は
へ

｢
し
ぐ
れ
つ
つ

物
ぞ
か
な
し
き
忘
れ
草
枕
に
む
す
ぶ
岸
の
た
び
ね
は
)
嘉
応
二
年

一
〇
月
二
日
散
位
敦

頼
住
書
社
歌
合

･
堀
川
)
の
よ
う
に
句
を
ま
た
い
だ
草
枕
も
現
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
草
ノ
枕
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
共
に
旅
な
る
意
味
を
持
っ
て
用

い
ら
れ

て

い
る
と
解
さ
れ
る
｡
旅
な
る
意
を
持
つ
点
に
は
社
会
性

･
固
定
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
伝

統
的
な
約
束
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
'
こ
の
よ
う
な
寓
意
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
も

語
法
的
に
み
て
枕
詞
的
で
'

｢
草
の
欣
｣
の
塀
も
当
然
枕
詞
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
｡
7
)か
し
本
稿
の
目
的
が
適
時
的
な
枕
詞
の
変
遷
を
探
る
こ
と

に
あ

る

の

で
'
便
宜
的
に
こ
れ
ら
は
除
外
し
た
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

3
'
平
安
時
代
の
枕
詞
の
中
に
は
'

｢
山
川
の
お
と
に
の
み
き
く
も
も
し
き
を
身
を
は

や
な
が
ら
見
る
よ
し
も
が
な
｣
(古
今
'
伊
勢
'
雑
下
)

の

｢
も
も
し
き
｣
の
如
く

ヽ
ヽ

本
来
被
枕
詞
と
な
る
大
宮
の
異
名
と
し
て
枕
詞
が
用
い
ら
れ
る
現
象
も
数
多
く
目
に
付

く
｡
こ
の
よ
う
な
異
名
と
し
て
の
用
法
は
'
草
枕
､
王
鉾
'
た
ら
ち
ね
'
久
万
'
育

敷
'
若
草
な
ど
に
限
ら
れ
'
枕
詞
の
一
用
法
と
も
見
ら
れ
る
が
'
意
味
の
実
質
性
の
面

で
疑
問
が
あ
る
の
で
'
本
稿
で
は
枕
詞
か
ら
除
外
し
た
｡

4
'
土
橋
寛
博
士
は
前
述
の
書
で

｢枕
詞
の
概
念
を
形
作
る
重
要
な
属
性
と
し
て
固
定

性
'
社
会
性
と
い
う
こ
と
1
'
意
味
の
非
実
質
性
と
い
う
こ
と
の
二
つ
を
あ
げ
｣

｢意

味
の
非
実
質
性
と
い
う
こ
と
は
'
枕
詞
の
最
低
必
要
条
件
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
'

そ
の
判
定
も
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
'
従
来
枕
詞
の
認
定
で
異
論
の
あ
る
の
は
'
多

く
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
｡｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
事
は
記
紀
'

万
葉
の
場
合
だ
け
で
は
な
く

平
安
時
代
の
枕
詞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

｢白
妙

の
｣
は
万
葉
集
に
あ
っ
て
も
意
味
の
実
質
性
を
認
め
て
枕
詞
と
し
な
い
注
釈
家
が
見
ら

れ
る
が
'
特
に
平
安
時
代
の
場
合
は
特
殊
な
例
外
を
除
く
と
全
て
が
白
と
い
う
意
味
を

ヽ
ヽ
ヽ

明
確
に
表
わ
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
白
妙
の
ほ
枕
詞
と
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
白
色
の
雅
び

や
か
な
歌
語
表
現
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

｢草
枕
｣
も
既
述

の
如
く

｢草
の
枕
｣
な
る
表
現
が
数
多
-
存
す
る
ほ
か
'

｢草
な
ら
ぶ
枕
｣

(後
京
極
殿
自
歌

令
)

｢
草
の
原
枕
｣

(俊
成
卿
女
集
)

｢
草
の
た
び
枕
｣

(千
五
百
番
歌
合
)
と
読
ん

だ
歌
人
が
認
め
ら
れ
る
一
方
'

｢草
枕
｣
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

｢
磯
枕
｣

｢岩
枕
｣
｢浮
き
枕
｣
｢苔
の
枕
｣
｢
こ
も
枕
｣

｢
さ
1
枚
｣
｢す
が
枕
｣
｢柚
枕
｣
｢旅
枕
｣

｢
つ
げ
枕
｣
｢浪
枕
｣
｢娘
の
枕
｣
も
使
わ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
諸
現
象
か
ら

｢草
枕
｣

も
草
ヲ
枕
ニ
ス
ル
意
味
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
し
か
し

｢白
妙
の
｣
が
唯
単
に
白

と
い
う
の
み
で
あ
る
の
は
対
し
､
｢草
枕
｣
に
は
革
ヲ
枕
ニ
ス
ル
意
殊
の
外
'

被
枕
詞

に
旅
が
固
定
し
て
い
る
こ
と
と
'
草
枕
自
身
旅
な
る
意
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
点
で
'

枕
詞
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
と
思
う
｡

5
､
初
句
に
置
か
れ
た
枕
詞
の
場
合
は
'

｢
夕
月
夜
お
ぐ
ら
の
山
に
｣

｢梓
弓
春
た
ち

し
ょ
り
｣
の
如
く
､被
枕
詞
の
懸
詞
を
誘
発
し
､誘
発
さ
れ
た
懸
詞
の
意
が
全
体
の
文
意

に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
場
合
が
最
も
多
く
'

｢
花
す
す
き
我
こ
そ
下
に
思
ひ
し
か
ほ
に
い

で
て
人
に
む
す
ば
れ
に
け
り
｣

(古
今

･
仲
平
朝
臣

･
七
四
八
)
の
如
く
被
枕
詞
が
三

句
ま
た
は
そ
れ
以
後
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
場
合
､

｢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
｣
(古
今

･
業
平
朝
臣

･
四

一
〇
)
｢梓
弓
春
た

ち
L
よ
り
年
月
の
い
る
が
ご
と
-
も
お
も
ゆ
る
か
な
｣

(古
今

･
窮
恒

二

二
七
)
の

よ
う
に
'
初
句
の
枕
詞
が
縁
語
の
中
心
語
と
な
っ
て
'

一
首
全
体
の
支
柱
と
な
る
用
法

が
見
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
枕
詞
の
こ
の
期
の
特
徴
的
な
用
法

と
思
わ
れ
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る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

6
'
三
句
に
置
か
れ
た
枕
詞
の
場
合
は
'

｢
夕
づ
く
よ
お
ぼ
つ
か
な
き
を
た
ま
く
し
げ

ふ
た
み
の
浦
は
あ
け
て
こ
そ
見
め
｣
(古
今
'
藤
原
兼
輔
'

四

一
七
｣
の
如
-
'
初
句

･
二
旬
と
内
容
的
に
か
か
わ
り
が
無
-
'
四
句
以
下
の
文
意
を
誘
発
す
る
浮
紋
の
よ
う

な
詞
句
を
典
型
と
す
る
｡
ま
た

｢
か
も
山
や
い
く
ら
の
人
を
み
づ
垣
の
久
し
き
世
よ
り

あ
は
れ
か
く
ら
む
｣
(定
家
'
拾
遺
愚
草
)
の

｢
み
づ
垣
の
｣
如
-
'

枕
詞
自
身
が
懸

ヽ
ヽ

詞
と
し
て
働
き
､
二
句
か
ら
は
見
ず
の
意
で
連
ら
な
る
用
法
'
縁
語
の
中
心
語
と
な
る

例
'
被
枕
詞
が
隔
た
っ
て
い
る
例
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
｡

-
'
以
上
の
詞
句
を
枕
詞
と
認
め
た
場
合
'

｢
い
く
世
L
も
あ
ら
じ
我
身
を
な
ぞ
も
か

く
あ
ま
の
か
る
も
に
思
ひ
だ
る
ゝ
｣

(古
今
､
九
三
四
)
の
第
四
句

｢
あ
ま
の
か
る
も

に
｣
も
枕
詞
と
同
じ
用
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
｡
こ
の
外
'

｢
こ
の
め
も

-

春
｣
｢ね
を
-

た
え
て
｣
の
よ
う
な
四
音
旬
'

二
昔
句
も
枕
詞
と
同
じ
用
法
で

あ
る
｡
た
だ
し
本
稿
で
は
前
述
の
目
的
か
ら
こ
れ
ら
を
便
宜
的
に
除
外
し
た
｡

本
稿
で
い
う
平
安
時
代
の
枕
詞
と
は
､
八
代
集
の
時
代
を
大
略
指
す
こ
と
と
し
'
具

体
的
に
は
万
葉
集
中
で
確
認
し
得
る
最
終
年
時
天
平
宝
字
三
年
の
後
か
ら

一
応
俊
成
卿

女
の
没
年
と
推
定
さ
れ
る
建
長
四
年
ま
で
の
約
五
百
年
間
と
す
る
｡
対
象
と
す
る
枕
詞

は
そ
の
間
に
成
立
し
た
勅
撰
集
(新
勅
撰
集
'
読
後
撰
集
は
除
く
)私
撰
集
'
私
家
集
'

百
首
歌
'
歌
合
､
犀
風
歌
'
尭
宴
歌
'
賀
歌
な
ど
を
始
め
'
歌
論
書
'
物
語
'
史
書
'

日
記
の
中
に
含
ま
れ
た
和
歌
で
'
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
を
可
能
の
限
り
広
く
求

め

た
｡
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
'
岩
波
古
典
文
学
大
系
'
久
曽
神
昇
博
士
著

｢
三
十
六
人

集
精
挟
｣
桂
官
本
叢
書
'
正
統
国
歌
大
観
'
正
続
群
書
頬
従
'
萩
谷
朴
氏
著

｢
平
安
朝

歌
合
大
成
｣

･
古
典
文
庫

･
碧
沖
洞
叢
書

･
岩
波
文
庫

･
朝
日
日
本
古
典
全
書
そ
の
他

で
あ
り
'
具
体
的
に
は
'
勅
我
集
の
中
'
古
今
集
'
薪
古
今
集
が
岩
波
の
古
典
文
学
大

系
本
､
拾
遺
集

･
後
拾
遺
集

･
金
葉
集

･
詞
花
集
が
岩
波
文
庫
本

･
後
撰
集

･
千
載
集

が
八
代
集
抄
本
を
用
い
た
｡
私
家
集
は
･
和
歌
史
研
究
全
編

｢私
家
集
伝
本
書
目
｣
.に

ょ
っ
て
6
の
猿
九
集
か
ら
213
俊
成
卿
女
集
ま
で
と
し
'
こ
の
中
在
原
元
方

･
藤
原
輔
デ

･
花
山
院

･
大
江
寡
言

･
三
条
天
皇

･
源
道
成

･
藤
原
頼
宗

･
後
三
条
院

･
白
河
院

･

堀
河
院
中
宮
上
総

･
藤
原
道
経

･
近
衛
院

･
鳥
羽
院

･
藤
原
親
隆

二

一条
院

二
歳
倉
院

･
藤
原
隆
季

･
皇
太
后
官
大
進

･
祝
部
成
仲

･
藤
原
宗
家

･
西
念
法
師

･
藤
原
実
定

･

後
白
河
院

･
藤
原
公
衡

･
藤
原
親
盛

･
源
具
信

･
法
然

･
藤
原
有
家

･
藤
原
実
房

･
高

弁

･
後
堀
河
院

･
源
家
長

･
藤
原
忠
信

･
道
助
法
親
王
の
三
四
人
に
つ
い
て
は
資
料
の

関
係
で
調
査
で
き
な
か
っ
た
の
で
'
こ
れ
を
除
い
た
諸
家
の
集
を
対
象
と
し
た
｡
そ
の

他
私
撰
集

･
歌
合

･
首
首
歌
な
ど
は
'
正
続
群
書
類
従
､
平
安
朝
歌
合
大
成

･
桂
官
本

叢
書

･
国
歌
大
観
を
主
に
用
い
た
｡
こ
の
結
果
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
短
歌
数
は
大
略

一
四
万
余
首
で
あ
る
｡

二

す
で
に
触
れ
た
如
-
､
万
葉
四
期
の
短
歌

(家
持

･
防
人
歌
を
除
く
)
と
古
今
集
の

短
歌
の
枕
詞
を
比
較
し
た
場
合
､
数
量
に
お
い
て
両
者
の
問
に
は
世
間
で
言
う
程
の
相

違
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
万
葉
集
か
ら
古
今
集
の
成
立
ま
で
に
は
約

1
五
〇
年
の

歳
月
が
経
過
し
て
お
り
'
こ
の
間
に
い
わ
ゆ
る
国
風
暗
黒
時
代
が
存
在
し
'
漢
詩
文
の

影
響
も
加
わ
っ
て
歌
風
が
大
き
く
変
貌
し
た
｡
こ
の
事
が
枕
詞
に
い
か
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
か
を
詳
ら
か
に
す
る
為
'
古
今
集
時
代
を
通
説
に
従
っ
て
読
み
人
し
ら
ず
時
代
'

六
歌
仙
時
代
'
撰
者
時
代
と
分
け
'

一
五
〇
年
間
の
枕
詞
の
変
遷
を
具
体
的
に
追
う
こ

と
に
し
た
い
｡
こ
の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
短
歌
を
分
瑛
す
る
方
法
と
し
て
'
読
み

人
し
ら
ず
の
歌
は
全
て
便
宜
的
に
読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
も
の
と
見
な
し
'
安
倍
仲
麻
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呂
ら
を
加
え
た
四
六
二
首
を

一
応
そ
れ
と
し
､
六
歌
仙
時
代
と
撰
者
時
代
と
の
境
界
を

仁
和
と
寛
平
の
間
'
八
八
九
年
に
置
い
て
'
作
者
を

｢
古
今
和
歌
集
目
録
｣
の
記
述
等

を
参
考
に
し
て
分
け
る
方
法
を
と
っ
た
｡
そ
の
結
果
六
歌
仙
時
代
の
作
は
一
九
二
首
､

撰
者
時
代
の
和
歌
は
四
四
六
首
(と
も
に
長
歌
は
除
-
)
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

こ
の
分
塀
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
枕
詞
の
状
況
を
調
べ
た
も
の
が
次
の
表
で
あ

枕詞私見 (その二)一平安時代の枕詞｢

る
｡
こ
の
結
果
に
よ
る
と
六
歌
仙
時
代
の
枕
詞
の
使
用
率
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
｡
少
な
い
歌
数
に
つ
い
て
の
結
果
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
を
以
っ
て
断

定
す
る
こ
と
は
緯
距
し
な
く
て
は
な
な
ら
い
が
'

一
応
万
葉
四
期
読
み
人
し
ら
ず
時
代

と
差
異
の
な
い
程
度
に
用
い
ら
れ
て
い
た
枕
詞
が
'
六
歌
仙
時
代
に
半
分
以
下
に
減
少

し
再
び
撰
者
時
代
に
読
み
人
し
ら
ず
時
代
と
同
程
度
に
数
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
見
通
し
は
立
て
ら
れ
る
と
思
う
｡

こ
の
見
通
し
に
立
っ
て
六
歌
仙
時
代
の
枕
詞
の
状
態
を
知
る
た
め
'
対
象
を
後
撰
集

･
拾
遺
集
お
よ
び
私
家
集

･
古
今
六
帖
な
ど
に
見
ら
れ
る
六
歌
仙
歌
人
に
拡
げ
て
･外
て

も
､
後
撰
集
に
対
象
歌
数
四

〇
首
中
､
枕
詞
三
'
拾
遺
集
は
対
象
歌
数

一
五
に
対

し

て
'
二
と
､
撰
者
時
代
の
歌
人
と
比
べ
て
は
る
か
に
低
い
使
用
率
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
｡
こ
の
傾
向
は
私
家
集
に
お
い
て
も
同
様
で
'
小
町
集
は
六
八
首
中
に
枕
詞
が

≡

(長
歌

一
首
は
除
く
)'
業
平
集
は
五
八
首
中
枕
詞
四
'
遍
昭
集
三
四
首
中
枕
詞
三
'

敏
行
集
二
四
首
中
三

(以
上
西
本
願
寺
本
'
小
町
集
は
醍
醐
本
に
よ
る
)
で
あ
っ
て
'

貫
之
集
'
窮
恒
集
に
認
め
ら
れ
る
枕
詞
と
比
べ
る
と
や
は
り
使
用
率
が
著
し
-
低
い
｡

こ
れ
ら
の
結
果
も
古
今
集
で
得
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
'
外
形
的
特
色
か
ら
す

れ
ば
'
古
今
集
の
枕
詞
は
'
六
歌
仙
時
代
に
1
時
衰
退
し
撰
者
時
代
に
至
っ
て
万
葉
四

期
の
使
用
率
と
大
差
な
い
迄
に
復
活
し
た
こ
と
が
言
い
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
一
五
〇
年
の
間
に
も
数
値
の
点
で
大
き
な
変
化
が
う
か
が
わ
れ
る
枕
詞

で
あ
る
が
'
内
容
の
面
で
も
万
葉
四
期
の
短
歌

(家
持
'
防
人
歌
を
除
-
)
に
認
め
ら

れ
る
枕
詞
と
古
今
集
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
'
あ
し
ひ
き
の
'
い
そ
の
か
み
'
た
ま

-
し
げ
'
た
ま
ぽ
こ
の
'
ぬ
ば
玉
の
t.
久
方
の
な
ど

一
二
種
類
の
枕
詞
は
古
今
集
に
継

承
さ
れ
'
両
集
共
見
出
さ
れ
る
が
'
あ
ま
ざ
か
る
'
あ
を
に
よ
し
'
草
枕
､
た
ま
き
は

る
な
ど
万
葉
四
期
に
認
め
ら
れ
る
二
九
種
類
の
枕
詞
は
'
古
今
集
の
中
に
は
見
ら
れ
な

-
な
っ
て
-
る
｡
こ
の
結
果
か
ら
一
見
万
葉
四
期
の
枕
詞
と
古
今
集
の
そ
れ
と
は
相
異

な
っ
た
枕
詞
群
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
'
こ
の
解
釈
は
枕
詞
の
社
会
性

･
固
定
性

を
過
信
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
何
故
な
ら
ば
'
文
献
に
記
載
さ
れ
た
枕
詞
に

つ
い
て
み
た
場
合
'
記
紀
歌
謡
'
万
葉
集
に
つ
い
て
同
様
に
時
代
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
枕

詞
を
比
較
し
て
み
る
と
次
表
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
｡

(
こ
の
事
は
別
の
機
会
に

詳
述
し
た
い
)
｡
そ
こ
で
万
葉
四
期
と
古
今
集
と
の
枕
詞
を
比
べ
た
場
合
に
も
'
当
然

予
想
さ
れ
る
結
果
で
あ
り
'
む
し
ろ
こ
の
こ
と
か
ら
古
今
集
時
代
の
枕
詞
が
依
然
と
し

て
枯
渇
せ
ず
'
生
き
続
け
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡



長野工業高等専門学校紀要 ･第2号

時代枕詞数 記紀 万莱 万葉 時代作 万莱 万莱
敬 - 老莱 四
請 期 期 詳 期 期

その時代 に初 出 の もの 112 17 159 160 57 71

用例がその時代だけのもの 58 6 73 123 53 71

その内使用数が一つのもの (46) (3) (61) (102) (44) (55)

上 に 準 ず る も の 17 0 45 20 4 0

以後各時代に見られるもの 10 7 16 3 0 0

(汰
)

記
紀
歌
謡
の
テ
キ
ス
ト
は

古
典
文
学
大
系
本
｡
重
出
歌
の
処

理
も
同
条
に
よ
る
｡
万
菓
集
は
岩

波
文
庫
本
｡
作
者
及
び
時
代
の
区

分
は
前
述
沢
潟
､森
本
博
士
の
｢作

者
別
年
代
順
万
葉
集
｣
に
よ
っ
た
｡

枕
詞
の
認
定
は
'
記
紀
歌
謡
は

古
典
文
学
大
系
本
､
古
事
記
伝
'

稜
威
言
別
に
よ
り
'
万
葉
集
の
枕

詞
の
抽
出
は
'
万
葉
集
舌
義
'
武

田
祐
書
博
士
｢増
訂
万
葉
集
全
注

釈
｣

｢朝
日
日
本
古
典
全
書
万
葉

集

｣
土
屋
文
明
氏
｢万
葉
集
私
注
｣

｢万
葉
集
略
解
｣
を
中
心
と
し
､

他
に
｢万
葉
代
匠
記
｣
｢冠
辞
考
｣

等
で
補
っ
た
｡
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古
今
集
時
代
に
至
っ
て
新
し
く
創
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
枕
詞
は
'
読
み
人
し
ら

ず
時
代
に
'
あ
ま
衣
-

た
み
の
の
島

･
い
れ
ひ
も
の
-

む
す
ぶ

･
唐
錦
-

た
た

ま
く
'
乱
れ

･
-
れ
竹
の
-

う
き
ふ
し

･
さ
さ
が
に
の
-

く
も

･
し
も
と
ゆ

ふ

-

か
つ
ら
ぎ

･
す
が
は
ら
や
-

ふ
し
み

･
た
ぎ
つ
せ
の
-

は
や

･
つ
の
く
に
の

-

な
に
は

･
な
に
は
が
た
-

う
ら
む

･
な
に
は
な
る
I

I
み
つ
･
花
が
た
み
-

め
な
ら
ぶ

･
花
す
す
き
-

ほ
･
ま
が
ね
ふ
く

-
き
び

･
よ
ど
が
は
の
-

よ
ど
む

の
1
五
層
類
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
六
歌
仙
時
代
は
'
は
つ
か
り
の
-

な
き
て

(黒
主
)

一
種
類
に
す
ぎ
な
い
が
'
撰
者
時
代
に
は
再
び
増
加
し
て
次
の
一
〇
種
頬
の

枕
詞
が
新
し
く
創
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
｡
あ
ま
び
こ
の
-

お
と

(小

野
春
風
)
･
せ
み
の
は
の
-

衣

(友
則
)-

ひ
と
へ

(射
恒
)

･
竹
の
子
の
I

う

き
ふ
し

(窮
恒
)
･
夏
衣
I

う
す
く
や

(友
則
)
･
冬
草
の
-

か
れ
に
し

(窮
恒
)

･
ま
こ
も
か
る
-

よ
ど

(貫
之
)
･
水
の
あ
わ
の
-

消

え

で

(友
則
)
･
山
川

の

-

お
と

(伊
勢
)
･
よ
い
の
川
-

よ
し
や

(窮
恒
)

こ
の
よ
う
に
古
今
集
中
の
枕

詞
の
は
ば
三
分
の
一
は
新
し
く
創
作
さ
れ
た
枕
詞
で
あ
り
'
こ
れ
は
万
乗
三
期
四
期
よ

り
は
む
し
ろ
枕
詞
の
創
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
古
今
集
に
認
め
ら

れ
る
枕
詞
は
'
こ
の
よ
う
に
伝
統
を
受
け
継
ぐ
と
共
に
彼
の
人
麻
呂
に
お
け
る
よ
う
な

盛
ん
な
創
造
性
を
内
に
秘
め
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
万
葉
四
期
ま
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
古
今
集
に
至
っ
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
枕

詞
の
う
ち
主
な
も
の
に
は
'
あ
か
ね
さ
す
､
あ
ま
ざ
か
る
､
あ
を
に
ょ
し
､
う
ま
さ
け

を
'
大
伴
の
t
か
も
じ
も
の
'
草
枕
'
た
ま
き
は
る
'
と
り
が
な
く

に
ほ
と
り
の
'

み
な
の
わ
た
t
も
も
し
き
の
な
ど
が
あ
る
｡
ま
ず

｢
あ
か
ね
さ
す
｣
は
古
今
集
ば
か
り

で
な
く
'
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
余
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
枕
詞
で
あ
り
'
わ

ず
か
に
古
今
六
帖

･
山
田
集
に
こ
の
枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
｡
同
様
に

し
て

｢
あ
ま
ざ
か
る
｣
も
古
今
六
帖
'
俊
恵
法
師
集

･
長
秋
詠
藻
に
認
め
ら
れ
る
に
過

ぎ
ず
'
｢
あ
を
に
よ
し
｣
は
古
今
六
帖

･
金
菓
以
降
の
歌
人
'
｢
大
伴
の
｣
は
賀
茂
保
憲

女
集
､
新
古
今
時
代
の
歌
人
'
｢
と
り
が
な
く
｣
｢
に
ほ
と
り
の
｣
は
古
今
六
帖
以
外
に
は

見
出
さ
れ
な
く
な
る
｡
さ
ら
に

｢
た
ま
き
は
る
｣
は
新
古
今
時
代
に
至
っ
て
復
活
す
る

が
も
は
や
純
粋
に
万
糞
集
の
ま
ま
の
枕
詞
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡

｢
か
も
じ

も
の
｣
｢
み
な
の
わ
た
｣
は
平
安
時
代
以
降
は
姿
を
消
し
'
｢
も
も
し
き
の
｣
は
一
応
伊

勢
､
貫
之
､
新
恒
'
古
今
六
帖
に
枕
詞
と
し
て
の
月
例
が
認
め
ら
れ
る
が
'
も
は
や
万
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葉
の
よ
う
に
数
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
､
｢も
も
し
き
に
｣
｢も
も

し
き

を
｣

｢も
も
し
き
｣
の
よ
う
に
'

枕
詞
と
し
て
よ
り
も
'
大
官
'
官
の
異
名
と
し
て
の
用
法

が
盛
ん
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
万
葉
集
と
古
今
集
以
後
と
で
は
以
上
の
よ
う
に
変

化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

万
葉
集
の
主
要
な
枕
詞
で
古
今
集
に
そ
の
用
例
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
中

に
は
'
被
枕
詞
な
る
地
名
を
褒
め
称
え
た
抽
象
的
な
称
め
詞
と
し
て
の
枕
詞

｢
あ
を
に

ょ
し
｣
｢
い
も
が
き
る
｣
｢
う
ま
さ
け
を
｣
｢大
伴
の
｣
｢
た
-
ぶ
す
ま
｣
｢
玉
も
か
る
｣

｢
と
り
が
な
く
｣
｢夏
草
の
｣
｢
に
ほ
と
り
の
｣
｢
ま
そ
鏡
｣
が
あ
る
が
平
安
時
代
の
和
歌

が
万
葉
と
地
理
的
基
盤
を
異
に
す
る
関
係
上
当
然
消
滅
減
退
し
た
｡
そ
し
て
こ
れ
に
代

る
も
の
と
し
て
同
様
の
称
め
詞
的
枕
詞

｢
あ
ま
衣
｣
｢
し
も
と
ゆ
ふ
｣
｢す
が
は
ら
や
｣

｢
つ
の
-
に
の
｣
｢
な
に
は
な
る
｣
｢
ま
が
ね
ふ
く
｣
｢
ま
こ
も
か
る
｣
｢
よ
ど
川
の
｣
｢夕

月
夜
｣
｢
よ
し
の
山
｣
が
新
し
-
古
今
集
に
至
っ
て
出
現
す
る
｡

以
上
の
よ
う
に
万
葉
集
で
日
を
ひ
い
た
代
表
的
な
枕
詞
の
幾
つ
か
は
平
安
時
代
の
和

歌
に
至
っ
て
消
滅
し
た
｡

代
っ
て
新
し
く
誕
生
し
た
枕
詞
の
語
免
は

｢
あ
ま
衣
｣
｢
い

れ
ひ
も
の
｣
｢唐
錦
｣
｢
し
も
と
ゆ
ふ
｣

｢夏
衣
｣
な
ど
衣
服
に
関
す
る
も
の
か
ら
枕
詞

に
な
っ
た
も
の
'
｢あ
ま
び
こ
の
｣
｢く
れ
竹
の
｣

｢
さ
さ
が
に
の
｣

｢
せ
み
の
は
の
｣

｢竹
の
子
の
｣
｢
は
つ
か
り
の
｣
｢花
が
た
み
｣
.｢花
す
す
き
｣
な
ど
'
日
常
生
活
に
か
か

わ
り
の
深
い
語
免
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら

｢あ
し
ひ
き
の
｣
｢
い
そ

の
か
み
｣
｢
玉
ぽ
こ
の
｣
｢
ち
は
や
ふ
る
｣
｢
ぬ
ば
玉
の
｣
｢久
方
の
｣

な
ど
の
語
義
不
明

瞭
で
古
く
か
ら
慣
用
さ
れ
て
い
る
枕
詞
は
依
然
と
し
て
古
今
集
で
も
全
用
例
数
の
三

1

%

を
占
め
て
い
る
か
ら
'
新
し
く
創
作
さ
れ
た
枕
詞
が
存
在
す
る
一
方
に
は
'
こ
れ
ら

古
い
慣
用
的
な
枕
詞
が
万
葉
の
場
合
同
様
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で

あ
る
｡

万
葉
集
で
四
九
例
認
め
ら
れ
る
代
表
的
な
枕
詞

｢
草
枕
｣
が
､
平
安
時
代
に
あ
っ
て

ほ
枕
詞
と
し
て
あ
や
ふ
や
な
姿
を
皇
す
る
よ
う
に
な
る
｡
松
田
芳
昭
氏
の

｢
枕
詞

ク

サ
マ
タ
ラ
の
生
成
｣
(国
語
と
国
文
学

･
昭
和
三
七
年
八
月
号
)
に
よ
る
と
'

万
葉
集

中

｢
旋
｣
と
い
う
語
が
現
わ
れ
る
の
は
一
〇
四
例
'
そ
の
中
お
よ
そ
半
数
の
四
八
例
が

草
枕
と
固
着
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
足
引
の
･
玉
ぽ
こ
の
の
場
合
は
そ
の
四
分
の
1

が
固
着
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
あ
げ
'
早
く
か
ら
枕
詞
と
し
て
定
着
し
た
典
型

的
な
も
の
と
説
か
れ
る
が
'
代
表
的
な
こ
の
万
葉
の
枕
詞
は
'
古
今
集
以
後
し
ば
ら
く

の
問
は
枕
詞
と
し
て
余
り
用
い
ら
れ
な
く
な
る
｡
す
な
わ
ち
古
今
集
に
は

｢
旅
｣
な
る

語
が
五
例
､
｢
旅
心
地
｣
｢旅
寝
｣
が
各

一
例
あ
る
が
'
｢草
枕
｣

な
る
枕
詞
は
一
例
も

見
出
さ
れ
な
い
.
わ
ず
か
に
窮
恒
集
に
1
例
'
伊
勢
集
に
1
例
'
貫
之
集
に
二
例
枕
詞

と
し
て
の

｢
草
枕
｣
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
逆
に

｢あ
さ
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

け
に
み
べ
き
き
み
と
し
た
の
ま
ね
は
思
ひ
立
ち
ぬ
る
く
さ
ま
く
ら
な
り
｣

｢古
今

･
蓋

二
二
七
六
)
の
よ
う
な
異
名

(古
典
文
学
大
系
の
佐
伯
梅
友
博
士
の
注
は
'

○
-
さ
ま

く
ら
な
り
-
旅
な
り
の
意
t
と
さ
れ
る
)'
ま
た
は
草
ノ
枕
の
意
を
持
つ
例
が
草
子
院
御

集
に
一
例
'
伊
勢
集
に
三
例
'
貫
之
集
に
二
例
と
'
枕
詞
の
用
例
よ
り
む
し
ろ
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
｡
伊
勢
集
の
三
四
二
番
に

｢
を
の
へ
ゆ
き
け
る
人
に
｣
と
詞
書

し
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢
ま
た
か
ゝ
る
た
び
し
な
け
れ
ば
く
さ
ま
く
ら
露
け
か
ら
ん
と
お
も
は
ざ
り
L
を
｣
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

伊
勢
が
贈
っ
た
歌
に
対
し
'
｢草
ま
く
ら
露
ば
か
り
に
や
ぬ
れ
に
け
む
と
ま
れ
る
そ

で

は
し
ぼ
り
し
物
を
｣
(三
四
三
)
と
返
歌
し
た
両
者
の
問
に
は
'

枕
詞
の
概
念
が
持
つ

｢旅
｣
な
る
語
意
を
お
互
い
に
詠
歌
の
共
通
基
盤
と
し
て
用
い
'
し
か
も
枕
詞
の
用
法

に
し
て
い
な
い
点
で
興
味
深
い
｡

こ
の
外
に
も
万
葉
集
に
数
多
-
使
わ
れ
た
枕
詞
の
中

｢
い
さ
な
と
り
｣

｢
う
ち
ひ
さ

す
｣
｢
か
み
か
ぜ
の
｣
｢
こ
も
り
く
の
｣
｢
や
す
み
L
L
｣
な
ど
も
'

平
安
時
代
全
般
を
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見
渡
し
て
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
滋
く
な
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
金
菓
集
の

時
代
や
新
古
今
集
の
時
代
に
再
び
息
を
吹
き
返
し
は
す
る
が
'
万
葉
集
を
見
な
れ
た
眼

か
ら
見
れ
ば
'
平
安
時
代
の
和
歌
は
'
あ
し
ひ
き
の
･
ち
は
や
ぶ
る

･
ぬ
ば
玉
の
･
久

方
の
ば
か
り
が
眼
に
入
り
'
こ
れ
以
外
の
代
表
的
な
枕
詞
が
既
述
の
如
く
ほ
と
ん
ど
見

出
さ
れ
な
く
な
る
の
で
'
こ
の
現
象
を
以
っ
て
枕
詞
の
凋
落

･
形
骸
化
と
従
来
見
な
し

て
来
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
消
滅
し
た
万
葉
の
代
表
的
枕
詞
に
代
っ
て
｢唐
衣
｣
｢
玉

-
し
げ
｣
な
ど
は
平
安
時
代
の
方
が
数
多
-
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
'
さ
ら
に
古
今
集

時
代
に
は
数
多
-
の
比
職
的
枕
詞
が
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
か

ら
'
私
は
枕
詞
が
凋
落
し
た
の
で
は
な
く
､
詞
句
が
交
替
し
用
法
が
変
化
し
た
こ
と
を

主
張
し
た
い
｡
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
の
枕
詞
は
'

1
万
に

｢
あ
し
ひ
き
の
｣
な
ど
の

古
い
語
義
不
明
の
枕
詞
が
慣
用
さ
れ
'
万
葉
以
来
の
和
歌
の
和
歌
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ

と
共
に
'
他
方
で
は
比
境
的
枕
詞
が
多
く
創
作
さ
れ
'
そ
れ
ら
の
多
く
は
淀
み
の
う
た

か
た
の
如
く
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
へ
と
創
造
さ
れ
､
ま
た
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
こ
れ
ら
の
創
作
さ
れ
た
枕
詞
の
多
く
は
'
枕
詞
と
し
て
独
立
し
'
被
枕
詞
と
だ
け
関

連
を
持
つ
の
で
は
な
も

む
し
ろ
縁
語
の
1
部
と
し
て
歌
全
体
の
形
成
に
積
極
的
に
参

劃
し
或
る
場
合
に
は
縁
語
の
中
心
語
と
し
て
一
首
の
骨
格

･
支
柱
と
し
て
の
役
割
す
ら

枕
詞
は
果
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
枕
詞
を
用
い
た
歌
の
多
-
が
理
知
的
に
構

成
さ
れ
た
複
雑
な
気
分
を
か
も
し
だ
L
t
も
っ
と
も
平
安
時
代
の
典
型
的
な
歌
と
な
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
こ
に
平
安
時
代
に
至
っ
て
開
拓
さ
れ
た
枕
詞
の
新
分
野
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

≡
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次
に
読
み
人
し
ら
ず
時
代

･
六
歌
仙
時
代

･
撰
者
時
代
の
順
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
枕
詞
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
行
き
た
い
｡
ま
ず
読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
枕
詞
で
あ

る
が
'
既
述
の
如
-
四
六
二
首
の
短
歌
中
六
九
の
枕
詞
が
使
わ
れ
'
ほ
ぼ
七
首
に
一
つ

の
割
合
で
枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
万
葉
集
の
第
四
期
の
場
合
と
ほ
ぼ
等
し
い
の

で
あ
る
が
'
万
葉
集
に
用
い
ら
れ
て
い
た
枕
詞
の
全
て
が
そ
の
ま
ま
こ
の
時
代
に
現
わ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
接
々
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
'
こ
れ
を
再
説
す
る
と
'

-

あ
か
ね
さ
す

･
あ
ま
ざ
か
る

･
あ
を
に
よ
し

･
い
さ
な
と
り

･
う
ち
ひ
さ
す

･
う

ま
さ
け
を

･
大
伴
の
･
か
み
か
ぜ
の
･
か
も
じ
も
の
･
こ
も
り
-
の
･
た
ま
き
は
る

･
と
り
が
な
も

に
ほ
と
り
の
･
み
な
の
わ
た
な
ど
の
枕
詞
は
'
こ
の
時
代
以
後
大

体
消
滅
し
た
｡
特
に
草
枕

･
も
も
し
き
の
が
用
い
ら
れ
な
-
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な

変
化
で
あ
る
｡

2

こ
れ
に
代
っ
て
読
み
人
し
ら
ず
の
時
代
の
四
九
の
枕
詞
中
'

一
五
種
の
初
出
の
枕

詞
が
認
め
ら
れ
る
｡

3

地
名
を
褒
め
称
え
る
枕
詞
は
'
方
案
四
期
と
読
み
人
し
ら
ず
時
代
と
で
は
'
被
枕

詞
と
な
る
地
名
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
然
変
化
が
み
ら
れ
る
｡

4

読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
枕
詞
は
'
足
ひ
き
の
を
中
心
に
'
久
方
の
･
ち
は
や
ふ
る

･
梓
弓

･
唐
衣

･
ぬ
ば
玉
の
の
六
種
現
の
枕
詞
で
'
全
体
の
三
分
の
1
強
が
占
め
ら

れ
'
こ
れ
以
外
の
用
例
数
の
少
な
い
比
職
的
枕
詞
が
大
半
を
占
め
る
｡

な
お
'
｢
じ
も
の
｣
｢
な
す
｣
を
下
位
の
造
語
成
分
と
す
る

一
連
の
古
い
枕
詞
群
も
こ

の
時
代
以
後
姿
を
消
し
た
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
も
っ
と
も
直
境
に
近
い
性
格
の
も
の
で

1.
般
に
直
愉
形
の
枕
詞
は
こ
の
時
代
以
後
歓
迎
さ
れ
な
-
な
っ
た
こ
と
を
示
す
現
象
と

理
解
さ
れ
る
｡

読
み
人
し
ら
ず
歌
に
認
め
ら
れ
る
枕
詞
で
前
項
4
の
枕
詞
を
除
い
た
も
の
の
う
ち
､

ーt
′

/
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万
葉
集
に
認
め
ら
れ
る
も
の
は
万
乗
の
巻

一
〇
に
も
っ
と
も
多
く
'
そ
の
他
七

･､一
五

二

六
な
ど
の
巻
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
多
い
｡
こ
れ
は
か
つ
て
安
田
喜
代
門
氏
が
'

万
葉
集
と
古
今
集
と
の
同
歌

･
類
歌
を
調
査
さ
れ

(古
今
集
時
代
の
研
究
)'

読
み
人

し
ら
ず
歌
に
も
っ
と
も
関
係
の
深
い
の
は
万
葉
集
巻
七

･
一
〇
二

一
な
ど
の
作
者
栄

詳
の
歌
を
集
め
た
巻
で
あ
る
と
さ
れ
た
結
果
と
大
体
同
じ
で
あ
り
'
古
今
集
の
読
み
人

し
ち
ず
歌
が
こ
れ
ら
万
葉
の
作
者
未
詳
歌
の
後
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
す
る
安
田
氏

･

小
沢
正
夫
博
士
の
見
解
に
沿
っ
た
傾
向
に
枕
詞
も
合
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の

こ
と
は
瀬
古
確
博
士
が
'
古
代
に
お
け
る

｢芦
桓
｣
は
忍
ぶ
恋
の
場
の
一
つ
で
あ
り
､

｢芦
垣
越
し
｣
の
委
訪
い
が
古
代
の
忍
ぶ
恋
の
姿
体
を
表
わ
し
､
枕
詞

｢あ

L
が
き

の
｣
も
こ
の
性
格
を
持
っ
た
恋
の
詞
で
あ
り
'
八
代
集
に
至
っ
て
消
滅
し
た
と
説
か
れ

た

(万
葉
集
所
論
)
が
'
読
み
人
し
ら
ず
歌
の
中
に
は
､

｢
人
し
れ
ぬ
お
も
ひ
や
な
ぞ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
あ
L
が
き
の
ま
ぢ
か
け
れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
の
な
き
｣
(古
今

･
五
〇
六
)
と
'

万
乗

の
こ
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
詠
み
人
し
ら
ず

歌
の
中
の
あ
る
も
の
は
'
む
し
ろ
万
葉
に
近
く
い
ま
だ
八
代
集
の
世
界
と
は
別
な
も
の

で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
だ
が

一
方
で
は
古
今
集
に
至
っ
て
出
現
し
た
特
徴
的
な
枕
詞
の
用

法
と
思
わ
れ
る
縁
語
の
中
心
に
枕
詞
が
置
か
れ
る
詠
法
が
'
す
で
に
こ
の
読
み
人
し
ら

ず
歌
の
中
に
四
首
認
め
ら
れ
'
万
葉
の
ま
ま
の
歌
の
世
界
で
な
い
こ
と
が
枕
詞
の
点
か

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
｡

梓
弓
お
し
て
春
雨
け
ふ
降
り
ぬ
あ
す
さ
へ
ふ
ら
ば
若
菜
つ
み
て
ん

(
二
〇
)

唐
衣
た
つ
日
は
き
か
じ
あ
さ
つ
ゆ
の
お
き
て
し
ゆ
け
ぼ
け
ぬ
べ
き
物
を

(三
七
五
)

唐
衣
日
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
な
る
時
は
返
す
返
す
ぞ
人
は
こ
ひ
し
き

(
五

一
五
)

た
が
み
そ
ぎ
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
か
唐
衣
た
っ
た
の
山
に
お
り
は
へ
て
な
く

(九
九
五
)

し
か
し
な
が
ら
こ
の
四
首
に
共
通
す
る
特
徴
は
'
縁
語
の
関
係
が
単
純
で
そ
の
及
ぶ
範

因
が
歌
の
上
の
句
か
下
の
句
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
'
決
し
て
一
首
全
体
に
は
及
ん

で
い
な
い
点
に
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
古
今
集
中
に
認
め
ら
れ
る
縁
語
の
中
心
に
枕
詞
が

据
え
ら
れ
る
用
法
の
完
成
は
こ
の
時
代
で
は
な
く
'
撰
者
時
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
訳
で
あ
る
が
､
こ
の
読
み
人
し
ら
ず
時
代
に
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ

れ
ら
の
現
象
を
考
え
る
と
読
み
人
し
ら
ず
歌
は
'
ま
さ
し
く
万
葉
と
古
今

の
間

に
位

し
､
過
渡
的
な
性
格
を
持
つ
歌
群
で
あ
り
'
枕
詞
に
限
っ
て
み
て
も
､
す
で
に
古
今
風

へ
の
新
し
い
胎
動
が
看
取
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
続
日
本
紀
中
の
短
歌
に
み
ら
れ

る

｢
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
は
か
み
な
ら
し
た
ふ
と
-
あ
る
ら
し
こ
の
ま
ひ
み
れ
ば
｣
(国
歌

大
観

･
歴
史
二
三
七
)
な
る
枕
詞
､
続
日
本
後
紀
中
の
長
歌
に
み
ら
れ
る

｢
あ
か
ね
さ

す
ひ
ね
も
す
か
ら
に
｣
｢
ぬ
ば
玉
の
さ
よ
と
は
す
ま
で
｣
(国
歌
大
観

･
歴
史
二
四
六
)

な
る
枕
詞
が
'
ぬ
ば
玉
の
を
除
き
い
か
に
も
古
め
か
し
い
万
葉
の
枕
詞
で
あ
る
こ
と
か

ら
古
今
集
の
読
み
人
し
ら
ず
歌
の
枕
詞
が
古
人
集
的
で
あ
り
'
新
し
い
歌
風
へ
の
志
向

を
示
し
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
以
上
の
事
柄
が
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
か

ら
､
古
今
集
の
枕
詞
は
決
し
て
化
石
化
し
た
形
骸
で
は
な
く

古
今
風
形
成
の
一
翼
を

担
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
う
｡

六
歌
仙
時
代
の
枕
詞
は
'

一
九
八
首
の
短
歌
中
わ
ず
か
に
一
一
個
､
ほ
ぼ
二
十
首
に

一
個
の
割
合
で
枕
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
撰
者
時
代
に
至
っ
て
再
び
万

葉
四
期

･
読
み
人
し
ら
ず
時
代
と
同
じ
ま
で
に
数
多
く
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
'
こ
の
六

歌
仙
時
代
は
枕
詞
の
低
迷
期
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
事
実

一
一
の
枕
詞
の
内
容

は
'
ち
は
や
ぶ
る

･
春
が
す
み

･
ぬ
ば
玉
の
･
い
そ
の
か
み
な
ど
の
万
乗
の
古
い
枕
詞

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
大
半
を
占
め
'
こ
の
時
代
の
創
作
と
思
わ
れ
る
も
の
は
'
は
つ
か
り
の
が
わ
ず
か
に

一
例
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
､
枕
詞
の
創
造
の
面
か
ら
み
て
も
こ
の
期
の
枕
詞
が
低
迷

し
て
い
た
事
情
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
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枕
詞
の
認
め
ら
れ
る
歌
は
'
犀
夙
歌
'
詔
応
歌

･
歌
合
歌
が
各

一
首
あ
る
外
は
､
す

べ
て
贈
答
な
ど
繁
の
歌
で
'
こ
れ
ら
の
歌
の
中
に
は

｢
い
そ
の
か
み
｣
と
枕
詞
を
用
い

た
が
､

｢
な
ら
の
い
そ
の
か
み
で
ら
に
て
郭
公
の
な
く
を
よ
め
る
｣
(
一
四
四

･
素
性
)

と
'
実
際
石
の
上
に
い
て
地
名
の
縁
で
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
例
や
'

｢春
が
す
み
｣

を
枕
詞
と
し
て
用
い
た
三
七
〇
番
の
紀
利
貞
の

｢
か
へ
る
山
あ
り
と
は
き
け
ど
春
が
す

み
た
ち
わ
か
れ
な
は
こ
ひ
し
か
る
べ
し
｣
の
詞
書
が

｢
こ
し
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み

て
つ
か
は
し
け
る
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
お
そ
ら
く
時
節
は
春
で
'
霞
が
立
ち
こ
め

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
実
景
を
利
用
し
た
事
情
が
は
っ

き
り
知
ら
れ
る
の
は
'
恋
四
'
七
三
五
番
の

｢
思
ひ
い
で
ゝ
恋
し
き
と
き
は
は
つ
か
り

の
な
き
て
わ
た
る
と
人
し
る
ら
め
や
｣
の
歌
の
場
合
も
同
様
で
'
上
の
句
は
小
町
の
歌

に
も
認
め
ら
れ
る
塀
句
に
附
し
た
下
の
句
は
'

｢
人
を
し
の
び
に
あ
ひ
し
り
て
､
あ
ひ

が
た
く
あ
り
け
れ
ば
'
そ
の
家
の
あ
た
り
を
ま
か
り
あ
り
き
け
る
を
り
t
か
り
の
な
く

を
き
ゝ
て
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
｣
と
い
う
詞
書
か
ら
'
作
者
大
伴
黒
主
が
実
際
初
雁

の
声
に
触
発
さ
れ
て
こ
れ
を
比
職
的
枕
詞
に
用
い
た
事
情
が
察
知
で
き
る
｡
こ
の
よ
う

に
嘱
目
に
よ
る
枕
詞
の
使
用
は
'
｢色
好
み
の
家
｣
で
詠
ま
れ
た

｢
埋
も
れ
木
の
人
知

れ
ぬ
｣
歌
に
見
ら
れ
る
枕
詞
の
注
目
す
べ
き

一
性
格
で
あ
り
'
数
少
な
い
こ
の
期
の
枕

詞
使
用
の
中
か
ら
わ
ず
か
に
う
か
が
わ
れ
る
特
徴
で
あ
る
｡

次
ぎ
に
同
様
な
特
徴
と
し
て
以
下
の
二
首
に
う
か
が
わ
れ
る
現
象
も
指
摘
さ
れ
る
｡

あ
ま
ぐ
も
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
め
に
は
み
ゆ
る
も
の
か
ら

七
八
四
番
'
小
野
貞
樹
の
こ
の
歌
の
初
句

｢
あ
ま
ぐ
も
の
｣
は
'

｢
よ
そ
｣
の
枕
詞

と
見
な
さ
れ
る
が
へ
下
の
句
の

｢
さ
す
が
に
め
に
は
み
ゆ
る
も
の
か
ら
｣
に
も
響
い
て

い
る
と
思
わ
れ
'
枕
詞
の
影
響
は
読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
部
分
的
な
も
の
か
ら

一
首
全

体
に
及
ぶ
に
至
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
同
様
の
現
象
は
次
の
'

秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
こ
と
も
か
け
な
-
に
な
に
を
う
し
と
か
人
の
か
る
ら
ん

八
〇
三
番
の
素
性
の
歌
に
つ
い
て
も
言
え
る
｡
こ
の
歌
の
初
句

｢秋
の
田
の
｣
も
稲

と
去
ね
と
を
言
い
か
け
た
枕
詞
と
思
わ
れ
る
が
'
結
句
の

｢
か
る
｣
に
は

｢刈
る
｣
が

枕
詞
と
縁
語
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
六
歌
仙
時
代

に
至
っ
て
'
枕
詞
が
縁
語
の
関
係
を
持
つ
範
囲
が

一
首
全
体
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
｡

一
首
全
体
の
用
語
に
影
響
力
を
持
つ
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
'
縁
語
の
中
心
語
と
し
て

の
存
在
で
あ
り
､
一
首
全
体
の
骨
格
を
形
作
る
働
き
を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
の
如
く
枕
詞
は
縁
語
の
中
心
語
と
し
て
'
ま
た
は
嘱
目
の
枕
詞
と
し
て
新
し
い

分
野
の
開
拓
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
､
六
歌
仙
時
代
は
後
述
の
如
-
'
他
の
修
辞
面

で
も
'
懸
詞

･
縁
語
に
新
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
､
い
わ
ゆ
る
古
今
風
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
傾
向
と
流
れ
を
等
し
-
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
枕
詞
は
古
今

風
の
形
成
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

四

撰
者
時
代
の
枕
詞
は
'
四
四
六
首
の
歌
数
中
に
六
六
個
認
め
ら
れ
'
万
葉
四
期
'
読

み
人
し
ら
ず
時
代
同
様
は
ば
七
首
に
1
個
の
割
合
で
枕
詞
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
六
六
個
の
枕
詞
の
中
に
は
既
述
の
如
く

1
0
種
類
の
新

し
く
創
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
窮
恒
'
友
別
の
歌
を
中
心
に
認
め
ら
れ
る
｡
六

六
個
の
枕
詞
を
作
者
別
に
分
類
し
て
み
る
と
'
貫
之
が
も
っ
と
も
多
-

1
六
'
次
い
で

窮
恒
'
友
則
が
そ
れ
ぞ
れ

一
〇
'
伊
勢
'
元
方
'
敏
行
が
そ
れ
ぞ
れ
三
と
な
る
｡
こ
の

結
果
撰
者
時
代
の
枕
詞
は
'
貫
之
･射
恒
･友
則
ら
の
撰
者
に
よ
っ
て
半
数
以

上
が
占

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
｡
こ
の
辺
り
の
事
情
は
'
す
で
に
触
れ
た
如

く
万
葉
集
中
の
枕
詞
の
大
半
が
幾
人
か
の
有
力
歌
人
の
使
用
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
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た
事
情
と
似
て
い
る
｡
そ
こ
で
貫
之
､
窮
恒

･
友
則
に
伊
勢
を
加
え
た
四
人

の
歌
人

に
､
つ
い
て
私
家
集
な
ど
を
参
考
に
し
て
'
枕
詞
使
用
の
態
度

･
意
識
を
う
か
が
う
こ

と
に
し
た
い
｡

貫
之
が
使
用
し
た
枕
詞
は
'
古
今
集
仮
名
序
'
長
歌
の
も
の
を
除
く
と
'
現
在
知
ら

れ
る
も
の
は
一
〇
七
例
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
犀
夙
歌
'
歌
会
歌
合
歌
な
ど
い
わ
ゆ
る
晴

の
歌
に
見
出
さ
れ
る
枕
詞
が
六
三
'
萩
谷
朴
氏
校
注
の
日
本
古
典
全
書

｢
土
佐
日
記
｣

所
収
の
貫
之
全
歌
集
に
よ
る
と
'
こ
れ
に
該
当
す
る
歌
は
全
部
で
六
二
四
首
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
､
枕
詞
の
使
用
率
は
一
〇
二
一で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対

し
て
嚢
の
歌
は
枕
詞
三
七
'
歌
数
三
八
一
'
使
用
率
九

･
七
で
あ
り
'
ほ
と
ん
ど
両
者

に
は
相
違
が
見
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
個
々
の
枕
詞
の
内
容
に
着
目
す
る
と
'
そ
こ
に
は

顕
著
な
相
違
点
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ
る
｡
裏
の
歌
に
見
ら
れ
る
三
七
例
の
枕
詞
と
は
'

足
引
の
､
石
の
上
'
玉
ぽ
こ
の
が
そ
れ
ぞ
れ
四
例
'
玉
の
緒
の
が
二
例
あ
る
外
は
'
す
べ

て
一
例
だ
け
の
種
類
の
異
っ
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

一
方
六
三
個
の
晴
の
歌
の

枕
詞
は
'
足
引
の
が
二
三
例
'
久
方
の
が
九
例
'
玉
ぽ
こ
の
が
六
例
'
ぬ
ば
玉
の
が
五

例
､
千
早
板
が
四
例
'
あ
ら
玉
の
'
唐
衣
が
そ
れ
ぞ
れ
三
例
と
t
は
ぽ
こ
の
七
種
類
の

枕
詞
で
八
割
以
上
が
占
め
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
晴
に
用
い
ら

れ
る
枕
詞
は
'
特
定
の
種
頬
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
晴
の
歌
を
さ
ら
に
詞
に
よ
っ

て
分
類
し
て
み
る
と
'
界
風
歌
五
四
五
首
中
六
〇
例
の
枕
詞

(
二

･
〇
%
)
が
見
出

さ
れ
る
が
'
歌
会
歌
合
の
歌
三
八
首
中
に
は
枕
詞
は
一
例
も
認
め
ら
れ
ず
'
従
驚
詔
応

歌
二
〇
首
中
に
枕
詞
二
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
結
果
晴
の
歌
の
枕
詞

と
は
扉
風
歌
の
枕
詞
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
当
時
の
歌
合
歌
は
'
新
古
今
時
代

の
場
合
と
異
な
り
枕
詞
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
｡
萩
谷
朴
氏
の

｢
平
安
朝
歌

合
大
成
｣
に
よ
っ
て
'
天
慶
年
間
ま
で
に
四

一
回
の
歌
合
が
知
ら
れ
る
が
'
そ
の
う
ち

枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
歌
合
は
一
五
回
に
す
ぎ
ず
'
あ
し
ひ
き
の
'
ち
は
や
ぶ
る
を
そ
れ

ぞ
れ
三
例
用
い
た

｢
本
院
左
大
臣
時
平
前
栽
合
｣

｢京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
｣
な
ど
が

最
高
で
'
ほ
と
ん
ど
が

1
例
枕
詞
の
認
め
ら
れ
る
歌
合
に
す
ぎ
な
い
｡
四

一
回
の
歌
合

中
の
総
歌
数
は
一
〇
二
五
首
'
そ
の
中
枕
詞
は
二
六
'
使
用
率
は
わ
ず
か
に
二

二
一%

で
あ
っ
て
'
こ
の
こ
と
か
ら
貫
之
に
限
ら
ず
こ
の
期
の
歌
合
に
は
ほ
と
ん
ど
枕
詞
が
用

い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
勿
論
こ
の
よ
う
な
場
合
の
枕
詞
は
'
古
く

か
ら
慣
用
化
し
て
い
る
'
あ
し
ひ
き
の
･
ち
は
や
ぶ
る
･
ぬ
ば
玉
の
'
久
方
の
の
規
で

あ
り
'
以
上
の
傾
向
か
ら
し
て
'
貫
之
が
歌
合
中
に
枕
詞
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
当

時
の
趨
勢
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

嚢
の
歌
の
枕
詞
は
'
貫
之
集
の
都
立
に
よ
っ
て
分
析
す
る
と
'
恋
歌

1
五
二
首
中
に

枕
詞

一
四
'
九

･
二
%
'
別
歌
四
六
首
中
に
枕
詞
七
'

一
五

･
二
%
'
哀
傷
歌
二
五
首

中
枕
詞
四
'

一
六

･
〇
%
雑
歌

一
五
〇
首
中
枕
詞

一
二
'
八

･
〇
%
な
る
結
果
を
得

る
｡
こ
の
中
別
歌
に
は
'
玉
ぽ
こ
の
'
草
枕
な
ど
離
別
の
場
で
頻
用
さ
れ
る
枕
詞
が
目

に
つ
き
'
哀
傷
歌
で
は
'
素
性
法
師
の
死
去
を
追
悼
L
t
故
人
の
住
持
し
て
い
た
と
い

わ
れ
る
石
上
寺
に
因
ん
で

｢
い
そ
の
か
み
｣
な
る
枕
詞
を
使
用
し
た
歌
二
首
が
あ
る
関

係
で
使
用
率
は
高
く
な
っ
て
い
る
が
､
お
お
よ
そ
八
%
前
後
で
あ
り
'
部
立
に
よ
る
差

異
は
晴
の
歌
の
場
合
と
異
な
り
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
し
か
し
嚢
の
歌
の

枕
詞
に
は
'
晴
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
次
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
の
第

一
は
'
六

歌
仙
時
代
に
見
出
さ
れ
た
嘱
目
に
よ
る
詠
法
で
､
詠
歌
の
場
所
で
見
出
さ
れ
た
景
物
を

実
景
描
写
か
枕
詞
と
し
て
の
用
法
か
判
別
の
難
し
い
よ
う
な
巧
み
な
使
用
で
あ
る
0

朝
露
の
お
く
て
の
山
田
か
り
そ
め
に
う
き
世
の
中
を
思
ひ
ぬ
る
か
な

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

は
､
詞
書
に

｢
山
寺
に
行
-
道
に
よ
め
る
｣
と
あ
り
'
置
く
と
晩
稲
が
か
け
ら
れ
て
い

る
の
で
'
確
実
に
枕
詞
の
用
法
で
あ
る
が
､
お
そ
ら
く
秋
'
貫
之
が
朝
露

･
晩
稲
を
見
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て
の
歌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
｡

別
れ
て
も
今
日
よ
り
の
ち
は
玉
櫛
笥
明
け
暮
れ
見
べ
き
か
た
み
な
り
け
り

こ
の
場
合
も
詞
書
に

｢
師
声
の
頭
の
中
将
へ
東
へ
下
る
女
に
'
株
の
笥

･
鏡
な
ど
調
じ

て
や
り
給
ふ
に
添
ふ
と
て
｣
と
あ
っ
て
'
同
じ
く
嘱
目
に
よ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
用
例
は
'
犀
風
歌
の
中
か
ら
は
余
り
見
出
さ
れ
な
い
｡
わ
ず
か
に

梓
弓
春
の
山
べ
に
い
る
時
は
か
ざ
し
に
の
み
ぞ
花
は
散
り
け
る

が
'
月
次
の
犀
夙
歌
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
歌
の
題
は

｢
弓
の
結
｣
で
'

絵
に
弓
が
措
か
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
足
引
の
･
久
方
の
な
ど
の
慣
用
的
枕

詞
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
犀
風
歌
に
あ
っ
て
は
'
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
'
犀
風
歌
中
の
枕
詞
は
'
犀
風
絵
に
描
か
れ
て
い

る
山

･
空

(大
部
分
は
歌
の
主
題
)
を
強
調
す
る
為
に
形
式
的
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
'
枕
詞
を
縁
語
の
中
心
に
す
え
る

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
-
に

ヽ
ヽ
ヽ

の
春
雨
の
の
如
き
用
法
は
'
も
っ
ぱ
ら
索
の
歌
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る

(界
夙
歌
で
は

｢冬
草
の
枯
れ
も
果
て
な
で
し
か
す
が
に
今
と
し
な
れ
ば
か
り
に
の

み
来
る
｣
が

一
例
の
み
そ
れ
か
と
思
わ
れ
る
)｡

第
二
に
嚢
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る

枕
詞
に
つ
い
て
の
特
徴
は
'
そ
れ
が
初
句
に
置
か
れ
た
場
合
'
序
詞
の
最
初
に
冠
せ
ら

れ
序
詞
の
一
部
に
繰
り
込
ま
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

沖
つ
波
高
師
の
浜
の
浜
松
の
名
に
こ
そ
君
を
待
ち
わ
た
り
つ
れ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
き
し
ま
の
大
和
に
は
あ
ら
ぬ
唐
衣
こ
ろ
も
へ
ず
し
て
逢
ふ
よ
し
も
が
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ま
こ
も
か
る
淀
の
沢
水
雨
降
れ
ば
つ
ね
よ
り
こ
と
に
ま
さ
る
わ
が
恋

ヽ
ヽ
ヽ

石
の
上
布
留
の
長
道
な
か
な
か
に
見
ず
は
恋
し
と
思
は
ま
L
や
は

の
点
を
附
し
た
枕
詞
が
そ
れ
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
れ
ら
の
序
詞
は
'
い
ず
れ
も
万
葉

以
来
し
ば
し
ば
慣
用
さ
れ
て
き
た
煩
句
的
な
も
の
で
あ
る
｡
上
野
理
氏
は
▲｢饗
の
歌
は

だ
れ
も
か
も
が
作
る
歌
で
あ
る
｡
恋
を
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
歌
を
詠
み
'
歌
を
理
解

し
た
の
は
'
口
語
と
歌
語
と
の
相
違
が
少
な
-
'
雅
語
を
修
練
す
る
必
要
が
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
が
'
恋
の
贈
答
に
使
用
す
る
費
の
歌
に
規
型
が
あ
り
'
類
句
を
類
型
に

合
わ
せ
て
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
で
和
歌
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ

ろ
う
｣

(｢平
安
朝
和
歌
史
に
お
け
る
繁
と
晴
｣
文
学
四

一
年

一
月
)
と
述
べ
ら
れ
'
貫
之
ら
も

嚢
の
歌
の
類
歌
を
使
用
し
､
類
型
を
創
造
し
新
し
い
も
の
に
変
化
さ
せ
た
と
説
か
れ
た

が
'
万
葉
以
来
の
炉
型
が
古
今
集
時
代
に
も
生
き
つ
づ
け
'
貫
之
は
枕
詞
の
面
で
も
'

こ
れ
ら
類
型
と
創
造
の
二
面
の
努
力
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
0

貫
之
は
家
集
に
認
め
ら
れ
る
数
多
-
の
晴
の
歌
を
'
古
今
集
に
は
三
首
入
集
し
た
の

み
で
'
他
の
人
集
歌
は
い
ず
れ
も
裏
の
歌
か
ら
で
あ
っ
た
｡
彼
の
古
今
集
入
集
歌

一
〇

二
首
中
に
は
一
六
個
の
枕
詞
が
認
め
ら
れ
る
が
'
こ
の
使
用
率

一
五

二
ハ
は
全
歌
集
中

の
裏
の
歌
の
場
合
の
九

･
七
の
比
率
と
校
べ
て
い
か
に
も
高
い
｡
撰
者
で
あ
る
貫
之
は

自
己
の
作
の
う
ち
'
む
し
ろ
枕
詞
を
用
い
た
歌
の
中
に
得
意
な
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と

を
こ
の
数
値
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
と
す
る
と
､
貫
之
は
枕
詞
に
つ
い

て
も
巧
智
的
な
生
き
た
使
用
を
志
し
'
積
極
的
に
活
用
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
｡
彼
に
と
っ
て
枕
詞
は
決
し
て
無
用
の
長
物
で
も
二
義
的
慣
用
詞
句
で
も
な
か
っ
た

も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡

窮
恒
の
枕
詞
は
'
私
家
集

･
勅
撰
集
な
ど
に
よ
っ
て
集
計
す
る
と
四
七
例
知

ら
れ

る
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
の
性
格
は
貫
之
の
場
合
と
よ
く
似
て
'
犀
風
歌

(枕
詞

1‥
○
例
)ハ

賀
歌

(
1
例
)
･
詔
応
歌

(三
例
)
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
'
い
ず
れ
も
固
定
町
観
念

的
な
種
類
が
多
く
'
歌
合
に
は
枕
詞
が
認
め
ら
れ
ず
'
逆
に
嚢
の
歌
に
は
個
性
的
な
枕

詞
の
使
用
例
が
目
に
付
く
'
特
に
窮
恒
の
場
合
は
'
縁
語
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
枕
詞
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が
多
く
､
変
の
歌
の
三
三
例
の
枕
詞
の
中
少
な
く
と
も
八
例
は
そ
れ
と
思
わ
れ
る
｡
娼

恒
は
ま
た
久
方
の
な
る
枕
詞
を
好
ん
で
'
四
四
例
中
七
例
も
こ
の
枕
詞
を
用

い
て
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
こ
れ
は
い
か
に
も
彼
の
歌
風
を
筋
排
せ
し
め
る
｡
ま
た
窮
恒
は
､

｢
よ
し
の
川
よ

し
や
人
こ
そ
つ
ら
か
ら
め
｣
の
如
く
へ
当
時
と
し
て
は
珍
ら
し
い
同
音
反
復
の
枕
詞
を

用
い
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
射
恒
の
枕
詞
は
貫
之
と
比
べ
て
'
多
種
多
様
に
わ
た
り
新

し
い
も
の
が
多
い
｡
既
述
の
如
-
初
見
の
も
の
も
多
く
'
い
ず
れ
も
そ
れ
が
古
今
集
に

入
集
し
て
い
る
事
情
か
ら
'
撰
者
射
恒
の
枕
詞
使
用
に
お
け
る
自
信
の
程
も
う
か
が
わ

れ
る
｡

友
別
は
撰
者
の
中
で

｢
他
の
人
々
よ
り
も
や
ゝ
月
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
か
れ
の

歌
は
'
た
ゞ
数
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
'
四
季
と
恋
と
に
わ
た
っ
て
形
式
的
に
も
複
雑

で
あ
り
'
し
か
も
'
撰
者
た
ち
の
歌
と
し
て
は
行
情
味
に
富
ん
で
い
る
｣

(古
今
集
の

世
界
)
と
は
'
小
沢
正
夫
博
士
の
友
則
評
で
あ
り
'
流
露
典
雅
な
調
べ
の
よ
さ
は
藤
岡

作
太
郎
博
士
以
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
｡
か
よ
う
な
詠
風
の
彼
は
'
枕
詞
の
面
で
も

ま
た
貫
之
'
窮
恒
に
比
べ
て
数
々
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
｡
平
井
卓
郎
博
士
の
整
理
さ

れ
た
友
別
の
全
歌
数
は
八
八
首
で
あ
る
が
'
こ
の
中
に
枕
詞
が

1
五
例
見
出
さ
れ
'
使

用
率
は
一
七
%
と
貫
之
ら
の
二
倍
近
い
数
値
を
示
し
て
い
る
｡

二

般
に
歌
合
の
場
合
に

は
枕
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
'
そ
の
中

に
あ
っ
て
友
則
は
四
例

(八
首
中
)
の
枕
詞
を
用
い
て
い
る
｡
貫
之
窮
恒
が
枕
詞
の
大
半
を
足
引
の
'
久
方
の

な
ど
の
慣
用
的
な
古
い
枕
詞
に
費
や
し
た
中
に
あ
っ
て
'
友
則
に
は
そ
う
し
た
様
子
が

な
く
'
比
職
的
枕
詞
が
用
例
数
に
お
い
て
も
大
半
を
占
め
て
い
る
｡

一
五
例
の
枕
詞
中

半
数
近
い
七
例
は
新
し
く
創
作
ま
た
は
工
夫
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
｡
勿
論
縁
語

の
中
心
に
置
か
れ
た
枕
詞
､
詠
歌
の
場
に
あ
る
景
物
を
嘱
目
し
て
実
景
描
写
か
枕
詞
か

が
判
然
と
し
な
い
例
も
認
め
ら
れ
る
｡
以
上
の
特
色
か
ら
う
か
が
う
と
彼
の
用
い
た
枕

詞
は
､
鮫
詞
に
よ
っ
て
被
枕
詞
に
接
続
し
､
軽
快
酒
脱
な
リ
ズ
ム
を
か
も
し
出
す
も
の

で
あ
り
'

一
首
全
体
の
文
意
と
関
係
を
持
つ
点
で
も
古
今
集
の
典
型
的
な
枕
詞
の
使
用

法
と
考
え
ら
れ
て
き
た
枕
詞
の
姿
と
合
致
す
る
｡
個
性
的
で
比
境
的
枕
詞
が
そ
の
大
半

を
占
め
る
と
い
う
点
で
は
貫
之

･
射
恒
よ
り
も
む
し
ろ
友
別
に
こ
そ
舌
今
風
の
枕
詞
の

徹
底
し
た
使
用
の
態
度
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
従
来
古
今
集
撰
者
時
代
の
歌
風
を

端
的
に
示
す
者
は
貫
之

･
窮
恒
で
は
な
-
友
別
で
あ
り
'
歌
数
以
上
に
彼
が
目
立
つ
存

在
で
あ
る
と
は
衆
目
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
原
因
の
中

に
は
こ
う
し
た
枕
詞
の
新
し
さ
と
'
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
詠
歌
態
度
と
が
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡

小
町

･
馬
内
侍

･
小
大
君

･
和
泉
式
部
な
ど
'
わ
ず
か
の
女
流
歌
人
を
除
い
て
'
概

し
て
平
安
時
代
の
女
流
歌
人
は
枕
詞
を
使
用
す
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
い
｡
そ
う
し
た

中
に
あ
っ
て
古
今
集
の
歌
人
伊
勢
の
場
合
に
は
'
枕
詞
の
使
用
数
三
二
'
疑
問
の
あ
る

も
の
が
さ
ら
に
一
二
例
あ
り
'
確
実
な
枕
詞
だ
け
で
使
用
率
を
求
め
て
も
六

･
四
と
な

り
'
女
流
歌
人
の
問
で
は
際
立
っ
て
高
い
｡
伊
勢
が
こ
の
よ
う
に
多
-
の
枕
詞
を
用
い

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
'
彼
女
の
枕
詞
の
六
七
%
が
全
く
新
し
い
独

創
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
関
根
慶
子
博
士

･
村
上
治

･
小
松
登
美
氏
共

著
の

｢
校
注
伊
勢
集
｣
の
注
は
'
こ
う
し
た
枕
詞
の
幾
つ
か
に
対
し
て

｢
『
よ
よ
』
を

出
す
た
め
の
序
詞
'
世
に
竹
の
よ
を
か
け
た
も
の
｣
の
よ
う
に
注
し
'
序
詞
と
扱
っ
て

お
ら
れ
る
が
'
既
述
の
枕
詞
の
定
義
に
よ
れ
ば
'
こ
れ
ら
を
枕
詞
と
し
て
扱
っ
て
も
よ

い
と
思
わ
れ
る
｡
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
独
創
的
な
枕
詞
の
使
用
態
度
は
'
友
別
の
場

合
を
む
し
ろ
数
段
上
廻
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
さ
ら
に
伊
勢
の
情
調
の
放
細
さ
調
べ

の
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
き
た
が
'
序
詞

･
枕
詞

･
縁
語

･
懸
詞

･
響
境
な
ど
の
修
辞
に
巧
み
な
特
色
も
'
か
っ
て
保
坂
郡
氏
が

｢
国
文
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学
｣
誌
上

(昭
和
三
三
年
五
月
号
)
で
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
中
に
あ
っ

て
特
に
枕
詞
に
独
創
性
が
顕
著
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
.
彼
女
の
枕
詞
は
二
例

(扉
風

歌
'
歌
合
歌
)
を
除
い
て
す
べ
て
嚢
の
歌
に
認
め
ら
れ
'
特
に
嘱
目
に
よ
る
場
合
が
大

半
を
占
め
る
｡
相
手
の
歌
を
辛
味
に
皮
肉
り
'
当
意
即
妙
に
逆
手
を
と
り
'
技
巧
を
凝

ら
し
て
応
酬
す
る
男
女
の
贈
答
歌
は
'
常
に
嘱
目
の
景
物
を
巧
み
に
詠
み
込
み
'
景
情

調
和
の
捺
潜
た
る
情
調
を
か
も
し
出
し
て
ゆ
-
｡
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
'
嘱
目
に
よ

る
景
物
を
用
い
て
声
調
を
準

え
な
が
ら
歌
趣
に
参
劃
し
て
ゆ
-
彼
女
の
枕

詞

の
使

用

は
'
古
今
集
的
な
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
以
上
四
人
の

歌
人
を
通
し
て
う
か
が
っ
た
撰
者
時
代
の
枕
詞
は
'
貫
之
の
技
巧
'
窮
恒
の
巧
智
'
友

〟

別
の
拝
借
'
伊
勢
の
独
創
と
そ
れ
ぞ
れ
歌
風
の
特
徴
を
示
し
､
縁
語
の
中
心
語

･
嘱
目

の
枕
詞
な
ど
の
特
徴
的
な
用
法
に
よ
っ
て
積
極
的
に
古
今
風
を
形
成
し
て
い
っ
た
も
の

と
解
さ
れ
る
｡

古
今
集
の
長
歌
に
は
'
五
首
中
に
枕
詞
が

一
九
例
見
出
さ
れ
る
｡
長
歌
自
体
は
心
情

が
酒
渇
し
'
形
骸
に
堕
し
'
リ
ズ
ム
に
も
分
裂
が
生
じ
'
崩
壊
期
の
姿
を
皇
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
が
'
枕
詞
だ
け
を
見
る
と
万
葉
に
匹
敵
す
る
状
態
で
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
｡
し
か
も
そ
の
枕
詞
は
'
古
今
集
時
代
の
短
歌
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
的

な
も
の
が

二
二
例
を
占
め
'
被
枕
詞
と
の
接
続
も
五
首
共
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
'
唯
単
に

伝
統
に
固
執
す
る
の
で
な
く
'
相
応
に
独
創
性
が
認
め
ら
れ
る
｡
枕
詞
か
ら
見
れ
ば
'

彼
等
の
詠
じ
た
長
歌
は
'
人
麻
呂
'
赤
人
の
伝
統
を
継
ぐ
自
負
と
古
今
集
的
技
巧
が
め

ぐ
ら
さ
れ
た
所
産
と
言
え
る
｡
た
だ
し
こ
の
工
夫
と
自
信
が
成
功
を
収
め
得
な
か
っ
た

事
情
と
し
て
'
五
音
句
が
独
立
句
の
態
で
次
の
七
音
句
の
み
の
修
飾
格
と
し
て
働
き
'

端
正
な
五
七
調
を
保
た
ぬ
ば
分
裂
し
が
ち
な
長
歌
と
い
う
歌
体
の
制
約
に
ょ
る
箱
男
と

思
わ
れ
る
｡
貫
之
は
仮
名
序
に
お
い
て
枕
詞
を
用
い
て
技
巧
を
凝
ら
し
た
｡
例
歌
を
除

く
本
文
中
に
'
枕
詞
な
い
し
は
七
音

一
句
の
枕
詞
的
な
句
を

一
九
例
用
い
'
大
部
分
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢
あ
ら
が
ね
の
地
に
し
て
は
素
蓋
鳴
尊
よ
り
ぞ
起
り
け
る
｡
ち
は
や
ぶ
る
神
代
に
は
歌

の
文
字
を
定
ま
ら
ず
｣
と
対
句
形
式
で
用
い
て
い
る
｡
こ
こ
に
も
技
巧
を
凝
ら
す
撰
者

の
姿
勢
が
う
か
が
い
取
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
'
枕
詞
は
古
今
集
が
重
ん
じ

た
修
辞
の
中
に
あ
っ
て
'

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
修
辞

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

五

小
沢
正
夫
博
は

｢
古
今
集
の
世
界
｣

(塙
選
書
､
昭
和
三
六
年
)
で
'
古
今
調
の
成

立
過
程
を
'
序
詞

･
擬
人

･
見
立
て

･
縁
語

･
懸
詞
の
変
遷
を
通
し
て
'
古
今
集
の
歌

自
体
の
中
か
ら
詳
細
に
調
査
論
及
さ
れ
た
｡
し
か
し
何
ゆ
え
か
枕
詞
は
一
項
立
て
ら
れ

ず
'
さ
し
て
論
及
さ
れ
て
い
な
い
｡
博
士
は

｢序
詞
は
古
今
集
時
代
に
は
衰
え
始
め
た

修
辞
だ
と
い
わ
れ
る
が
'
六
歌
仙
時
代
に
減
少
し
'
撰
者
時
代
に
ま
た
ふ
え
て
い
る
｣

と
の
結
果
を
中
核
に
'
擬
人
は
読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
自
然
愛
の
反
映
に
よ
る
も

の

が
'
六
歌
仙
'
撰
者
時
代
と
見
立
て
を
好
む
趣
向
歌
が
殖
え
る
傾
向
を
辿
り
'
縁
語
'

懸
詞
も
単
純
な
読
み
人
し
ら
ず
時
代
の
も
の
が
'
六
歌
仙
時
代
に
な
る
と
発
達
し
'
撰

者
時
代
に
は
ま
す
ま
す
複
雑
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
'

｢
私
は
こ
の
事
実
空

ハ
歌
仙

時
代
に
は
序
詞
の
よ
う
な
古
い
修
辞
技
法
が
顧
み
ら
れ
ず
'
縁
語

･
懸
け
詞

･
見
立
て

の
よ
う
な
新
し
い
修
辞
に
関
心
が
も
た
れ
'
こ
れ
に
反
し
て
選
者
時
代
に
は
古
い
修
辞

が
復
活
し
縁
語

･
懸
け
詞

･
見
立
て
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
古
今
的
技
法
と
が
総
合
融
和
さ

れ
た
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
｣
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
｡
こ
の
見
解
は
こ
れ
迄
述
べ

て
き
た
如
-
枕
詞
に
つ
い
て
も
当
て
飲
ま
る
｡
嘱
目
に
ょ
る
古
今
的
な
枕
詞
の
場
合
に
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は
'
従
来
説
か
れ
て
き
た
序
詞
の
個
性
的
な
表
現
と
性
格
が

一
致
す
る
の
で
あ
り
､

一

方
こ
の
時
代
の
序
詞
に
は
伝
統
的
な
炉
型
表
現
が
存
す
る
の
で
あ

る
か
ら
'
序
詞
と

枕
詞
の
問
に
は
本
質
的
な
違
い
は
認
め
が
た
く
'
音
数
に
よ
る
便
宜
的
な
区
分
が
存
在

す
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
序
詞
と
枕
詞
の
性
格
が
こ
れ
程
迄
に
接
近
す

る
の

は
'
万
葉
に
は
見
ら
れ
ず
こ
の
時
代
以
後
の
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
傾

向
は
貫
之

･
射
恒
よ
り
む
し
ろ
友
則
'
伊
勢
の
枕
詞
に
著
し
い
｡

古
今
集
の
典
型
的
な
枕
詞
と
は
､
枕
詞
か
情
景
描
写
か
分
明
で
な
い
嘱
目
の
枕
詞
で

あ
り
'
縁
語
の
中
心
と
し
て
歌
全
体
の
文
意
に
情
調
を
添
え
'
懸
詞
と
し
て
軽
快
酒
脱

な
リ
ズ
ム
を
か
も
し
出
す
用
法
に
求
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
､
し
か
し
な
が
ら

い
ず
れ
も
嚢
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
て
'
犀
風
歌
な
ど
の
晴
の
歌
の
中
か
ら
は
見
出
し

得
な
い
｡
晴
の
歌
の
枕
詞
は
慣
用
的
な
古
式
の
も
の
が
主
で
形
式
的
で
い
か
に
も
固
苦

し
い
｡
枕
詞
の
技
法
面
か
ら
う
か
が
う
と
'
枕
詞
を
使
い
こ
な
し
生
か
し
て
い
る
か
ど

う
か
の
点
で
'
古
今
集
時
代
の
歌
の
中
心
は
'
撰
者
の
意
識
と
は
別
に

｢
色
好
み
の
家

に
埋
れ
木
の
人
知
れ
ぬ
｣
索
の
歌
に
あ
り
､
晴
の
歌
は
い
ま
だ
成
熟
し
な
い
青
い
果
実

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
索
の
歌
の
中
に
こ
そ
枕
詞
の
修
辞
的
生
命

は
脈
々
と
生
き
つ
づ
け
'
殊
に
撰
者
時
代
は
一
時
衰
退
し
た
枕
詞
が
万
葉
に
匹
敵
す
る

ま
で
に
息
吹
き
を
吹
き
返
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て
'

｢
嚢
の
歌
の
持
つ
舌
代
的
で
類

型
的
な
'
色
好
の
世
界
の
'
み
や
び
の
美
と
モ
ラ
ル
と
形
式
と
が
､
個
性
的
で
内
省
的

で
現
実
的
に
な
っ
た
人
々
の
心
に
不
満
な
も
の
と
な
り
'
散
文
を
流
行
さ
せ
た
の
で
あ

る
｡
ま
た
'
い
ま
ま
で
嚢
の
歌
の
重
要
な

一
面
で
あ
っ
た
'
即
興
詩
的
'
謡
い
物
的
分

野
が
､
あ
ら
た
に
流
行
し
た
連
歌

･
今
様
と
い
う
形
式
や
ジ
ャ
ン
ル
に
浸
食
さ
れ
'
賓

の
歌
は
す
っ
か
り
衰
弱
し
て
い
た
｣

(上
野
理
氏
'
前
掲
論
文
)｡拾
遺
集
以
後
に
な
る

と
'
枕
詞
に
危
機
が
訪
れ
'
枕
詞
自
体
が
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ

る
｡

室
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