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一

　

我
が
国
初
の
類
題
和
歌
集『
古
今
和
歌
六
帖
』に
は
、
第
六
帖
に
次
の
よ
う
な「
た

か
む
な
」（
筍
）
題
の
歌
が
二
首
載
る
。

　
　
　
　

た
か
む
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

　
　

竹
の
は
に
ふ
り
か
か
ら
な
ん
梅
の
は
な
雪
の
う
ち
の
を
ほ
る
と
み
る
べ
く

（
四
一
二
三
番
）

つ
ら
ゆ
き　
　
　
　
　

　
　

う
ぐ
ひ
す
の
し
だ
か
む
な
か
に
む
め
の
は
な
散
り
の
こ
ら
な
ん
春
の
か
た
み
に

（
四
一
二
四
番
（
１
））

　

こ
の
う
ち
、
前
者
の
四
一
二
三
番
は
、『
伊
勢
集
』
所
載
の
一
連
の
屏
風
歌
中
の

一
首
で
あ
る
。

　
　
『
伊
勢
集
』（
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
）

　
　
　
　

�

五
条
の
内
侍
の
か
み
御
四
十
賀
を
き
よ
つ
ら
の
み
ぶ
卿
の
つ
か
ま
つ
り
た

ま
ふ
屏
風
の
ゑ
に　

わ
か
な
つ
む
と
こ
ろ

　
　

春
野
に
わ
か
な
な
ら
ね
ど
君
が
た
め
と
し
の
か
ず
を
も
つ
ま
む
と
ぞ
お
も
ふ

（
六
二
番
）

研
究
論
文

　
　
　『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受

　
　
　
　
　
　
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

福
　
田
　
智
　
子

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
諸
本
に
は
、
写
本
系
と
版
本
系
と
で
本
文
異
同
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
第
六
帖
「
た
か
む
な
」
題
の

四
一
二
四
番
歌
を
採
り
上
げ
、
出
典
の
『
伊
勢
集
』
と
の
比
較
に
よ
り
、
写
本
系
が
元
来
の
本
文
に
近
く
、
版
本
系
は
後
に
異
同
が
生
じ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
当

該
歌
に
は
和
歌
本
文
に
「
た
か
む
な
」
の
語
は
な
い
が
、『
伊
勢
集
』
の
詞
書
に
は
筍
を
描
い
た
屏
風
絵
の
歌
と
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
詠
歌
状
況
に
支
え
ら

れ
た
和
歌
は
、
詞
書
を
載
せ
な
い
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
、
伝
来
の
過
程
で
本
文
異
同
が
生
じ
や
す
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
後
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の

光
俊
歌
で
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
を
写
本
系
本
文
で
享
受
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
52
）



二

『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　
　
　

む
め
の
花
の
か
た
は
ら
な
る
竹
に
た
か
う
な
ほ
る
所

　
　

た
け
の
は
に
ち
り
か
か
ら
な
む
む
め
の
は
な
雪
の
な
か
の
も
は
る
と
み
ゆ
べ
く

（
六
三
番
）（
以
下
略
）

始
め
に
示
し
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
四
一
二
三
番
歌
は
、
右
の
『
伊
勢
集
』
六
三
番

歌
に
当
た
る
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
歌
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28
『
平
安
私
家
集
（
２
）』

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
竹
の
傍
に
白
梅
を
描
き
、
筍
を
掘
る
人
の
絵
」
が
、「
季
節
は
春
だ
が
、
白
梅
が
散

り
つ
も
り
雪
の
よ
う
に
み
え
」
る
こ
と
か
ら
、「
二
十
四
孝
の
孟
宗
の
雪
中
の
筍
を

想
起
」
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
雪
中
の
筍
」
の
故
事
は
、
周
知
の
と
お
り
、

呉
の
孟
宗
が
、
母
の
好
物
で
あ
る
筍
を
採
り
に
竹
林
に
入
る
も
、
冬
の
こ
と
で
筍
は

な
く
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
筍
を
得
た
と
い
う
話
で
、『
呉
志
孫
皓
伝
』

註
所
引
「
楚
国
先
賢
伝
」
に
見
え
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
九
な
ど
に
も
出
て
い
る
。

前
掲
書
で
平
野
氏
は
、「
竹
の
葉
に
梅
の
花
よ
、
散
り
か
か
っ
て
お
く
れ
、
雪
の
中

の
筍
が
張
る
と
見
え
る
よ
う
に
」
と
解
し
、
結
句
の
「
は
る
と
み
ゆ
」
の
「
春
」
に

「
張
る
」
を
掛
け
る
と
す
る
。

　

土
中
か
ら
筍
が
出
る
の
を
「
張
る
」
と
表
現
し
た
と
見
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
、

木
の
芽
が
ふ
く
ら
む
意
の
「
張
る
」
が
「
春
」
と
の
掛
詞
に
な
る
例
は
、『
古
今
集
』

所
載
の
貫
之
歌
に
も
見
出
せ
る
。

　
　
　
　

ゆ
き
の
ふ
り
け
る
を
よ
め
る　
　
　
　
　

き
の
つ
ら
ゆ
き

　
　

霞
た
ち
こ
の
め
も
は
る
の
雪
ふ
れ
ば
花
な
き
さ
と
も
花
ぞ
ち
り
け
る

『
古
今
集
』
巻
第
一
春
歌
上
、
九
番

　

前
掲
書
で
は
、
そ
の
「
張
る
（
春
）」
と
い
う
語
を
、
春
に
な
っ
て
土
中
か
ら
頭

を
出
し
始
め
た
筍
に
つ
い
て
用
い
た
と
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
伊
勢
集
』
の
歌
は
、
諸
本
本
文
を
繙
く
と
、
少
な
か
ら
ぬ
異

文
が
生
じ
て
い
る
。
私
家
集
全
釈
叢
書
16
『
伊
勢
集
全
釈
（
３
）』

で
は
、
伝
本
に
よ
っ
て

こ
の
結
句
「
は
る
と
み
ゆ
べ
く
」
に
異
同
が
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
飛
鳥
井
雅
子
筆
本
で
は
「
ほ
る
と
み
る
へ
く
」、
正
保
四
年
刊
歌
仙
家
集

本
で
は
「
と
る
と
み
る
へ
く
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ほ
る
」「
と
る
」
は
い

ず
れ
も
、「
は
る
」
よ
り
も
「『
雪
中
の
筍
』
の
故
事
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
」

と
、
同
書
は
指
摘
す
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
異
文
が
生
じ
た
理
由
を
考
え
る
と
、「
は
る
」「
ほ
る
」「
と
る
」
は
、

い
ず
れ
も
仮
名
一
字
の
み
の
違
い
で
あ
る
点
に
、
ま
ず
着
目
さ
れ
る
。
と
く
に「
ほ
」

（
字
母
「
保
」）
と
「
は
」（
字
母
「
波
」）
は
、
仮
名
字
体
の
類
似
に
よ
る
誤
写
の
可

能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
伊
勢
の
歌
の
眼
目
は
、「
屏
風
の
画
面
の
梅
の
花
を
雪
と
見
立

て
、
孟
宗
の
『
雪
中
の
筍
』
の
故
事
に
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
屏

風
歌
と
し
て
の
趣
向
」（『
伊
勢
集
全
釈
』）
で
あ
っ
た
点
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
冒

頭
で
挙
げ
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
載
の
和
歌
本
文
も
、
筍
そ
の
も
の
を
指
す
語
こ

そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
雪
の
う
ち
の
を
ほ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
屏
風
歌

の
図
柄
か
ら
く
る
故
事
―
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
は
『
伊
勢
集
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
詞
書
は
記
載
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
―
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
用
い
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
は
、
桂
宮
本
を
底
本
と

（
51
）
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三

す
る
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本
文
で
あ
っ
た
。
で
は
、
他
本
の
本
文
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、『
図
書
寮
叢
刊　

古
今
和
歌
六
帖
』
解
題
（
４
）に

掲
載
さ

れ
て
い
る
系
統
図
を
参
考
に
、
伝
本
に
系
統
の
偏
り
が
な
い
よ
う
、
桂
宮
本
を
含
む

計
十
本
を
選
択
し
、
列
挙
し
て
み
よ
う
（
５
）。

○
写
本
系
統

・
禁
裏
本
Ⅰ

　
　

�

竹
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
は
な　

雪
の
う
ち
の
を　

ほ
る
と
み
る

へ
く�

（
桂
宮
本
）

　
　

�

た
け
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん
梅
の
は
な　

ゆ
き
の
う
ち
の
を　

ほ
る
と
み

る
へ
く�

（
御
所
本
）

　
　

�

た
け
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
は
な　

ゆ
き
の
う
ち
の
を　

ほ
る
と

み
る
へ
く�

（
永
青
文
庫
本
）

・
禁
裏
本
Ⅱ
Ａ

　
　

�

竹
の
葉
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
花　

雪
の
中
の
を　

ほ
る
と
見
る
へ
く

（
林
羅
山
旧
蔵
本
）

　
　

竹
の
葉
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
花　

雪
の
中
の
を　

ほ
る
と
見
る
へ
く

（
島
原
松
平
文
庫
本
）

　
　

�

竹
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
は
な　

雪
の
中
の
を　

ほ
る
と
み
る
へ

く�

（
神
宮
文
庫
蔵
林
崎
文
庫
旧
蔵
本
）

・
禁
裏
本
Ⅱ
Ｂ

　
　

�

た
け
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
花　

雪
の
中
の
を　

ほ
る
と
み
る
へ

く�

（
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
旧
蔵
本
）

　
　

�

た
け
の
は
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
花　

雪
の
中
の
を　

ほ
る
と
み
る
へ

く�

（
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
）

○
版
本
系
統

　
　

竹
の
葉
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
花　

雪
の
中
な
る　

に
ほ
ひ
と
み
る
へ
く

（
寛
文
版
本
）

　
　

�

竹
の
葉
に　

ふ
り
か
ゝ
ら
な
ん　

梅
の
は
な　

雪
の
中
な
る　

匂
ひ
と
見
る
へ

く�

（
黒
川
本
）

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
諸
本
は
、
従
来
、
写
本
系
本
文
と
版
本
系
本
文
に
大
き
く
分

か
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
解
題
）。
当
該
歌
に
お
い
て
も
、
下
句
に
本
文

異
同
が
存
す
る
が
、
桂
宮
本
な
ど
四
本
の
写
本
系
本
文
が
「
雪
の
中
の
を　

ほ
る
と

見
る
へ
く
」、
一
方
の
版
本
系
本
文
（
寛
文
九
年
版
本
・
黒
川
本
）
は
「
雪
の
中
な

る　

匂
ひ
と
見
る
へ
く
」
に
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、「
竹
の
葉
に
降
り
か
か
っ
て

お
く
れ
、
梅
の
花
よ
。
雪
の
中
で
（
筍
を
）
掘
っ
て
い
る
と
見
え
る
よ
う
に
」
と
い

う
意
の
写
本
系
本
文
に
対
し
、
版
本
系
本
文
で
は
、
下
句
が
「
雪
の
中
に
あ
る
（
梅

花
の
）
香
り
だ
と
わ
か
る
よ
う
に
」
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
こ
で
、『
古
今
和
歌
六
帖
』「
た
か
む
な
」
題
の
歌
と
し
て
、
重
大
な
不

備
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
版
本
系
本
文
で
は
、「
雪
中
の
筍
」
の
故
事
は
お

ろ
か
、
歌
題
で
あ
る
「
た
か
む
な
」
の
姿
も
全
く
消
え
去
り
、
梅
の
花
の
歌
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

梅
の
花
は
、
周
知
の
と
お
り
、
そ
の
香
り
を
愛
で
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
古
今
集
』
に
は
、

　　
　
　
　
　
（
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
）　　

素
性
法
師

（
50
）



四

『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　

ち
る
と
見
て
あ
る
べ
き
も
の
を
梅
花
う
た
て
に
ほ
ひ
の
そ
で
に
と
ま
れ
る

『
古
今
集
』
巻
第
一
春
歌
上
、
四
七
番

と
い
う
歌
が
見
え
る
他
、『
伊
勢
集
』
に
も
、

　
　
　
　

亭
子
天
皇
を
の
な
る
ゆ
き
よ
し
が
い
へ
に
む
め
み
に
お
は
し
ま
し
て

　
　

�

お
も
ひ
い
で
て
み
に
こ
ざ
り
せ
ば
む
め
の
は
な
た
れ
に
に
ほ
ひ
の
か
を
う
つ
さ

ま
し�

『
伊
勢
集
』
九
二
番

と
い
う
歌
が
あ
る
。
ま
た
、
白
梅
は
、
色
が
雪
に
共
通
す
る
た
め
、
見
間
違
っ
て
し

ま
う
一
方
、
雪
に
な
い
薫
香
を
放
つ
と
い
う
本
意
を
も
つ
こ
と
も
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。

　
　
　
　

十
一
に
て
、
む
め
の
は
な
に
ゆ
き
の
か
か
れ
る
を
見
て

　
　

に
ほ
ひ
を
ぞ
わ
く
べ
か
り
け
る
む
め
が
え
に
花
ま
が
は
し
て
ふ
れ
る
し
ら
ゆ
き

『
元
真
集
』
一
一
三
番

　
　
　
　

�

正
月
一
日
こ
ろ
人
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
む
め
の
花
に
ゆ
き
の
ふ
り
つ
む

を
み
は
べ
り
て

　
　

�

に
ほ
ひ
か
を
わ
が
は
や
し
ら
む
む
め
の
は
な
い
ろ
こ
と
な
ら
ず
ゆ
き
し
ふ
れ
れ

ば�

『
能
宣
集
』
一
〇
八
番

　

さ
ら
に
、
竹
と
梅
、
あ
る
い
は
竹
と
雪
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
早
く
も『
万
葉
集
』

に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　

�

梅
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
み
我
が
園
の
竹
の
林
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

�

『
万
葉
集
』
巻
第
五
、八
二
四
（
八
二
八
）
番

　
　

み
園
生
の
竹
の
林
に
う
ぐ
ひ
す
は
し
ば
鳴
き
に
し
を
雪
は
降
り
つ
つ

『
万
葉
集
』
巻
第
十
九
、四
二
八
六
（
四
三
一
〇
）
番

　

元
来
、
こ
の
歌
の
眼
目
は
、
屏
風
絵
の
図
柄
に
拠
っ
た
「
雪
中
の
筍
」
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
表
現
し
た
下
句
「
雪
の
う
ち
の
を
ほ
る
と
み
る
べ
く
」
は
、

『
伊
勢
集
』
諸
本
に
お
い
て
も
本
文
異
同
が
生
じ
て
お
り
、
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
写
本
系
本
文
は
、『
伊
勢
集
』
の
飛
鳥
井
雅
子
筆
本
と
共
通
す
る
、

比
較
的
意
味
が
明
瞭
な
「
ほ
る
」
本
文
を
も
つ
が
、
そ
れ
で
も
、「
む
め
の
花
の
か

た
は
ら
な
る
竹
に
た
か
う
な
ほ
る
所
」
と
い
う
場
面
を
説
明
す
る
詞
書
を
載
せ
な
い

『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
、
何
を
「
ほ
る
」
の
か
、
具
体
的
に
指
し
示
し
て
は

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
た
か
む
な
」
題
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、「
雪
中
の
筍
」

の
故
事
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
版
本
系

本
文
が
、「
た
か
む
な
」
題
の
歌
と
し
て
は
不
適
当
な
本
文
、
す
な
わ
ち
、
歌
題
に

統
べ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
類
題
和
歌
集
と
し
て
、
整
合
性
を
欠
く
本
文
を
も
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
に
は
、
刮
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

つ
と
に
『
古
今
和
歌
六
帖
標
注
』
頭
注
に
、

　
　

�
此
う
た
類
従
本
に
は
雪
の
中
の
を
ほ
る
と
見
る
べ
く
と
あ
り
。
さ
に
て
は
孟
宗

の
ふ
る
こ
と
を
よ
め
る
や
う
に
聞
ゆ
（
６
）。

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
雪
の
中
の
を
ほ
る
と
見
る
べ
く
」
と
い
う
本
文
な
ら
ば
、

（
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五

前
述
の
故
事
を
想
起
さ
せ
る
。
一
方
、『
古
今
和
歌
六
帖
標
注
』
所
載
本
文
「
雪
の

中
な
る
に
ほ
ひ
と
み
る
へ
く
」
の
よ
う
な
版
本
系
本
文
で
は
、「
た
け
」「
ゆ
き
」「
に

ほ
ひ
」
と
い
う
語
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
梅
の
花
の
歌
に
な
っ
て
お
り
、
先
の
故
事
は

読
み
取
れ
な
い
。
版
本
系
本
文
は
、
元
来
の
屏
風
絵
の
図
柄
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
結

果
、
必
ず
し
も
意
味
が
明
瞭
で
は
な
い
下
句
の
表
現
が
、
春
の
景
物
の
表
現
類
型
に

引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
考
え
得
る
で
あ
ろ

う
。
類
題
和
歌
集
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
杜
撰
な
改
変
と
言
え
ば
、
確
か
に
そ
の
通

り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
成
立
当
時
の
和
歌
資
料
の
性
格

を
考
え
る
時
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
特
異
な
現
象
と
も
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
伊
勢
の
歌
は
、
屏
風
歌
で
あ
り
、
本
来
は
、
そ
の
図
柄
と
和
歌
が

同
時
に
享
受
さ
れ
る
べ
き
形
態
で
あ
っ
た
。
詞
書
に
記
さ
れ
た
「
む
め
の
花
の
か
た

は
ら
な
る
竹
に
た
か
う
な
ほ
る
所
」
と
い
う
図
柄
の
説
明
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
和
歌
本

文
に
「
た
か
う
な
」
を
具
体
的
に
指
し
示
す
語
が
な
く
て
も
、
そ
の
意
味
を
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歌
題
の
主
た
る
素

材
を
絵
に
規
定
さ
れ
、
和
歌
は
そ
の
場
面
を
故
事
に
重
ね
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

り
、
屏
風
歌
と
し
て
の
完
成
を
見
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
類
題
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、
現
時
点
で
の
和
歌
の

記
載
形
式
を
見
る
限
り
、
基
本
的
に
は
和
歌
本
文
の
み
を
採
り
、
詞
書
を
記
さ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
の
み
が
独
立
し
て
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
詠
歌

状
況
は
、
ど
う
し
て
も
記
憶
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
が
ち
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
十
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
や
多
く
の

私
家
集
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
贈
答
歌
や
比
較
的
長
い
詞
書
を
有
す
る
歌
、
す
な
わ

ち
、「『
場
』
に
生
き
、『
場
』
に
お
い
て
こ
そ
理
解
で
き
る
性
格
の
（
７
）」

歌
が
多
く
詠

ま
れ
て
い
た
。
和
歌
は
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
表
現
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
、
詠
歌
状
況
に
依
存
す
る
性
格
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

時
代
性
を
有
す
る
和
歌
を
、
和
歌
単
独
で
列
挙
し
た
場
合
に
は
、
当
然
、
歌
意
が
不

明
瞭
に
な
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
文
異
同
を
生
む
ひ
と
つ
の
契
機
に
な
っ
た

と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
三

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
後
世
、
そ
の
分
類
さ
れ
た
歌
題
が
、
い
わ
ゆ
る
「
六
帖
題
」

と
い
う
類
型
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
題
に
即
し
て
作
歌
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
十
三
世
紀
に
な
り
、
家
良
・
為
家
・
知
家
・
信
実
・
光
俊
の
五
人
の
歌
人

に
よ
っ
て
各
題
一
首
ず
つ
詠
ま
れ
た
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
は
、
そ
の
代
表
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

そ
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
に
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
題
だ
け
で
は
な
く
、
所

載
さ
れ
た
和
歌
を
も
参
考
に
し
て
作
っ
た
と
思
し
き
歌
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
に

挙
げ
る
第
三
帖
「
う
き
」
題
、
一
〇
五
五
番
の
光
俊
（
８
）の

歌
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

う
き

　
　

�

う
へ
見
え
ぬ
う
き
に
お
ひ
た
る
あ
し
の
ね
の
よ
わ
き
こ
こ
ろ
ぞ
身
を
ば
し
づ
め

ん�

（
一
〇
五
五
番
）

　

第
三
・
四
句
の
「
あ
し
の
ね
の
よ
わ
き
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
、『
新
編
国
歌
大

観
』
に
よ
っ
て
検
す
る
と
、
次
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
歌
が
見
出
せ
る
だ
け
で
、
き

わ
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
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六

『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　
　
　

う
き

　
　

あ
し
の
ね
の
よ
わ
き
心
は
う
き
こ
と
に
ま
づ
を
れ
ふ
し
て
根
ぞ
な
が
れ
け
る　

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
、一
六
九
〇
番

　

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
い
ず
れ
の
歌
集
に
お
い
て
も
、「
う
き
」
題
に
分
類

さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
光
俊
は
、
作
歌
に
際
し
、『
古
今

和
歌
六
帖
』
の
一
六
九
〇
番
歌
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
が
、
出
典
未

詳
歌
（
９
）で

あ
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
を
補
強
す
る
証
左
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』「
う
き
」
題
の
歌
に
は
、
諸
本
間
で
目
立
っ
た
本
文
異

同
は
生
じ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
光
俊
が
見
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
が
、
写
本
系
・

版
本
系
の
い
ず
れ
だ
っ
た
の
か
を
判
断
す
る
資
料
に
は
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
れ
ま

で
考
察
し
て
き
た
「
た
か
む
な
」
題
の
歌
の
よ
う
に
、
写
本
系
統
と
版
本
系
統
と
で

異
な
る
本
文
を
有
す
る
場
合
、『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
光
俊
は
、
い
か
な
る
本
文
で

『
古
今
和
歌
六
帖
』
を
享
受
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
「
た
か
む
な
」
題
の
歌
を
検
討
す
る
前
に
、
も
う
一
例
、
別
の
歌
に
つ
い

て
考
察
し
て
お
き
た
い
。「
と
（
戸
）」
題
の
歌
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
二
帖
一
三
七
八
番

　
　

�

お
く
山
の
ま
き
の
板
戸
を
と
く

く
と
し
ら
て
わ
か
ひ
か
む
に
い
て
ゝ
き
な
さ

ね�

（
桂
宮
本
）

　
　

お
く
山
の
ま
き
の
板
と
を
ゝ
し
ひ
ら
き
し
ゑ
や
い
て
こ
ね
後
は
い
か
ゝ
せ
ん

（
寛
文
九
年
版
本
）

　

こ
の
一
三
七
九
番
歌
は
、
前
掲
「
た
か
む
な
」
題
の
伊
勢
歌
と
同
様
、
桂
宮
本
の

他
、
永
青
文
庫
本
・
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
・
林
羅
山
旧
蔵
本
他
の
写
本
系
本
文
と
、

寛
文
九
年
版
本
・
黒
川
本
の
版
本
系
本
文
で
、
第
二
句
以
降
に
大
き
な
異
同
が
存
す

る
。
だ
が
、
先
の
「
た
か
む
な
」
歌
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
場
合
、
単
な
る
本
文
異

同
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
出
典
と
な
る
歌
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
写
本
系
は
『
万
葉
集
』
巻
第
十
四
、三
四
六
七
（
三
四
八
六
）

番
歌
を
、
ま
た
版
本
系
統
は
『
万
葉
集
』
巻
第
十
一
、二
五
一
九（
二
五
二
四
）番
を
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
出
典
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

奥
山
の
真
木
の
板
戸
を
と
ど
と
し
て
我
が
開
か
む
に
入
り
来
て
寝
さ
ね

『
万
葉
集
』
巻
第
十
四
、三
四
六
七
（
三
四
八
六
）
番

　
　

奥
山
の
真
木
の
板
戸
を
押
し
開
き
し
ゑ
や
出
で
来
ね
後
は
何
せ
む

『
万
葉
集
』
巻
第
十
一
、二
五
一
九
（
二
五
二
四
）
番

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
成
立
当
時
、
こ
の
箇
所
が
ど
の
よ
う
な
本
文
で
あ
っ
た
の
か

は
、
に
わ
か
に
決
し
が
た
い
。
だ
が
、
桂
宮
本
な
ど
写
本
系
統
に
本
文
の
乱
れ
が
存

す
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
あ
る
い
は
、
こ
の
写
本
系
の
乱
れ
た
本
文
を
整
え
る
た
め

に
手
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
版
本
系
本
文
は
、『
万
葉
集
』
の
別
の
歌
が
差
し
替
え

ら
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
）
（（
（

。

　

さ
て
、
こ
の
「
と
（
戸
）」
題
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
に
お
け
る
光
俊
の
歌
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
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七

　
　
　
　

と

　
　

ふ
き
た
つ
る
槙
の
い
た
ど
の
は
た
は
た
と
身
も
ふ
る
は
る
る
山
お
ろ
し
か
な

（
八
四
〇
番
）

　

第
三
句
「
は
た
は
た
（
と
）」
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
し
て
も
唯
一
例
の
、

山
颪
に
よ
っ
て
槙
の
板
戸
が
立
て
る
擬
声
語
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、「
と
ど
」
と

い
う
、
と
ど
ろ
き
響
く
音
を
表
す
擬
声
語
を
用
い
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
写
本
系
本

文
（『
万
葉
集
』
三
四
六
七
（
三
四
八
六
）
番
歌
）
に
発
想
を
得
た
可
能
性
が
あ
り

は
し
な
い
か
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
、
光
俊
が
見
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
は
、
写
本
系
の

「
と
く

く
と
」
で
は
な
く
、
出
典
の
『
万
葉
集
』
本
文
「
と
ど
と
し
て
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。と
す
れ
ば
、
光
俊
が
見
た『
古
今
和
歌
六
帖
』は
、
こ
の
歌
の
第
三
・

四
句
「
と
ど
と
し
て
我
が
開
か
む
に
」
が
、
写
本
系
の
「
と
く

く
と
し
ら
て
わ
か

ひ
か
む
に
」
と
誤
写
さ
れ
る
前
の
段
階
の
本
文
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
万
葉

歌
が
、
原
文
の
一
字
一
音
の
漢
字
表
記
を
離
れ
、
仮
名
書
き
で
「
と
ゝ
と
し
て
わ
か

ひ
ら
か
む
に
」
と
表
記
さ
れ
れ
ば
、「
と
ゝ
と
」
か
ら
「
と
く

く
と
」、「
し
て
わ

か
ひ
ら
か
む
に
」
か
ら
「
し
ら
て
わ
か
ひ
か
む
に
」
と
い
う
異
同
が
生
じ
る
の
は
、

踊
り
字
と
「
く
」
の
字
形
の
類
似
や
、「
ら
」
一
文
字
の
挿
入
・
脱
落
を
想
定
す
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
考
え
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
。「
と
ど
と
し
て
」
と
い
う
、
平
安
朝
で
は

な
じ
み
の
な
い
表
現
が
、
こ
れ
ら
の
誤
写
を
誘
発
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ

ん
に
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

槙
の
板
戸
が
立
て
る
音
の
擬
声
語
と
し
て
、
先
行
例
「
と
ど
」
が
、「
は
た
は
た
」

と
い
う
新
た
な
語
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
例
は
、
光
俊
の
目

を
通
し
て
、
十
三
世
紀
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
姿

―
写
本
系
統
で
、
し
か
も
、

現
存
諸
本
で
は
遡
り
得
な
い
、
本
文
の
乱
れ
を
起
こ
す
前
の
姿

―
の
一
端
を
示
す

こ
と
に
な
ろ
う
）
（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
例
を
踏
ま
え
て
、
い
ま
い
ち
ど
「
た
か
む
な
」
題
の
歌
に
戻
ろ
う
。『
新

撰
和
歌
六
帖
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
五
首
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

た
か
む
な

　
　

く
れ
竹
の
お
く
れ
て
さ
せ
る
ね
た
か
ん
な
む
も
れ
な
が
ら
に
身
は
お
い
に
け
り

（
二
三
三
一
番
）

　
　

い
か
で
わ
が
か
き
ね
に
お
ふ
る
た
け
の
こ
に
世
の
う
き
ふ
し
を
思
ひ
し
ら
せ
じ

（
二
三
三
二
番
）

　
　

お
ひ
い
づ
る
夏
の
か
き
ね
の
竹
の
子
は
さ
こ
そ
み
じ
か
き
世
を
か
さ
ぬ
ら
め

（
二
三
三
三
番
）

　
　

お
ひ
た
た
ん
ふ
し
の
か
ず
あ
る
竹
の
子
は
み
じ
か
し
と
て
も
あ
だ
に
や
は
み
る

（
二
三
三
四
番
）

　
　

い
か
ば
か
り
雪
の
下
な
る
た
け
の
こ
の
お
や
思
ふ
人
の
こ
こ
ろ
し
り
け
ん

（
二
三
三
五
番
）

　

そ
れ
ぞ
れ
「
ね
た
か
ん
な
」「
た
け
の
こ
」
を
詠
ん
で
い
る
が
、『
古
今
和
歌
六
帖
』

四
一
二
四
番
（
つ
ら
ゆ
き
）
の
よ
う
な
物
名
歌
は
な
い
。
技
巧
的
に
む
ず
か
し
い
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
成
立
時
と
目
さ
れ
る
十
世
紀
後
半

と
い
う
時
代
の
嗜
好
と
、『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
十
三
世
紀
の
そ
れ
と
が
異
な
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
）
（（
（

。

　

そ
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』「
た
か
む
な
」
題
の
歌
に
お
け
る
光
俊
の
作
は
、
傍
線

を
付
し
た
二
三
三
五
番
歌
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
他
な
ら
ぬ
「
雪
中
の
筍
」
の
歌
で
あ

（
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八

『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、「
雪
中
の
筍
」
の
故
事
は
、
た
と
え
ば
、

　
　

為キ
ミ
ガ
タ
メ君　

根ネ
ザ
シ
モ
ト
ム
ト

刺
将
求
砥　

雪ユ
キ
フ
カ
キ

深
杵　

竹タ
ケ
ノ
ソ
ノ
フ
ヲ

之
園
生
緒　

別ワ
ケ
マ
ド
フ
カ
ナ

迷
鉋

『
新
撰
和
歌
集
』
巻
之
上
、
一
九
一
番

　
　

雪せ
つ
ち
ゆ
う
の
た
け
あ
に
は
う
が
あ
ら
ん
や

中
竹
豈
有
萌
芽　
　

孝か
う
し
て
ん
に
い
の
り
て
た
け
の
こ
を
え
る
こ
と
お
ほ
し

子
祈
天
得
筍
多

　
　

殖も
の
を
う
ゑ
た
る
ふ
ゆ
の
そ
の
な
に
ご
と
か
く
る
し
き

物
冬
園
何
事
苦　
　

帰か
へ
ら
め
や
か
う
き
や
く
こ
く
し
ま
た
う
た
ふ

歟
行
客
哭
還
歌『

新
撰
和
歌
集
』
巻
之
上
、
一
九
二
番

と
い
っ
た
和
歌
や
漢
詩
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

　
　
　
　

筍
を
を
さ
な
き
人
に
お
こ
せ
て

　
　

お
や
の
た
め
む
か
し
の
人
は
ぬ
き
け
る
を
た
け
の
こ
に
よ
り
み
る
も
め
づ
ら
し

　
　
　
　

返
し

　
　

�

し
も
を
わ
け
て
ぬ
く
こ
そ
お
や
の
為
な
ら
め
こ
は
さ
か
り
な
る
た
め
と
こ
そ
き

け�

『
赤
染
衛
門
集
』
一
一
七
・
一
一
八
番

と
い
う
贈
答
歌
か
ら
は
、
当
時
の
貴
族
の
生
活
の
中
で
、
筍
そ
の
も
の
が
身
近
な
食

材
で
あ
り
、「
雪
中
の
筍
」
の
故
事
も
、
し
ば
し
ば
和
歌
の
素
材
に
な
り
得
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、『
新
撰
和
歌
六
帖
』
の
光
俊
歌
が
、「
雪
中
の
筍
」
を

詠
ん
で
い
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
四
一
二
三
番
の
伊
勢
の
歌
、

し
か
も
写
本
系
本
文
を
受
け
て
の
作
歌
で
あ
る
と
即
断
す
る
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
る

ま
い
。
が
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
に
お
け
る
光
俊
の
歌

作
り
を
考
慮
す
る
時
、
光
俊
が
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
写
本
系
本
文
に
触
発
さ
れ
て
、

「
雪
中
の
筍
」
の
歌
を
作
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
的
外

れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
光
俊
は
、
作
歌
に
際
し
、
家
良
ら
他
の
四
人
の
歌

人
に
比
し
て
、
当
時
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
和
歌
を
参
看

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
（（
（

。

　

光
俊
は
、
先
の
「
た
か
む
な
」
題
で
も
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
伊
勢
の
歌
の
写
本

系
本
文
と
同
じ
く
、「
雪
中
の
筍
」
を
詠
ん
で
い
た
。「
と
（
戸
）」
題
の
場
合
も
同

様
に
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、
版
本
系
統
で
は
な
く
、
写
本
系
統
を
享
受
し
て
い

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
鎌
倉
中
期
の
一
歌
人
が
享
受
し
た
、
鎌

倉
期
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
を
、
間
接
的
に
せ
よ
窺
い
知
る
手
掛
か
り
に
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
成
立
時
の
原
初
形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
遡

る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
詠
歌
状
況
に
依
拠
し
た
和
歌
を
単

独
で
掲
載
す
る
と
い
う
形
式
が
、
伝
来
の
過
程
で
大
き
な
本
文
異
同
を
生
み
や
す
い

こ
と
を
、
伊
勢
の「
た
か
む
な
」題
の
屏
風
歌
を
通
し
て
考
察
し
て
き
た
。こ
の
場
合
、

『
古
今
和
歌
六
帖
』の
写
本
系
本
文
が
本
来
の
本
文
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。そ
し
て
、

少
な
く
と
も
十
三
世
紀
の
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
成
立
時
に
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、

少
な
く
と
も
本
稿
で
採
り
上
げ
た
光
俊
歌
に
関
す
る
限
り
、
写
本
系
本
文
が
享
受
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
今
後
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
全
体
を
視
野
に

入
れ
て
、
写
本
系
・
版
本
系
本
文
の
流
布
・
享
受
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　
　
註

１　

以
下
、
和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
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文
化
情
報
学　

八
巻
一
号
（
平
成
二
十
四
年
十
月
）

九

２　

�

平
野
由
紀
子
氏
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
十
二
月
。『
伊
勢
集
』
の
底

本
は
、
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
。

３　
�

関
根
慶
子
氏
・
山
下
道
代
氏
共
著
、
風
間
書
房
、
平
成
八
年
二
月
。
底
本
は
、

註
２
と
同
様
、
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
。

４　

�

養
徳
社
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
。
な
お
、
伝
本
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
適
宜
改

め
、
略
称
を
用
い
た
。

５　

�

本
文
の
引
用
は
、
寛
文
九
年
版
本
は
架
蔵
本
を
用
い
、
そ
れ
以
外
は
原
本
調
査

に
拠
る
。

６　

本
文
の
引
用
は
、
架
蔵
本
に
拠
り
、
適
宜
句
点
を
付
し
た
。

７　

�

新
日
本
古
典
文
学
大
系
６
『
後
撰
和
歌
集
』（
片
桐
洋
一
氏
校
注
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
年
四
月
）
解
説
「
五　
『
後
撰
和
歌
集
』
に
お
け
る
詠
歌
の
場
」

四
八
六
頁
。

８　

�

光
俊
の
詠
作
時
期
は
、
書
陵
部
蔵
万
里
小
路
惟
房
筆
本
に
拠
れ
ば
、
寛
元
元
年

（
一
二
四
三
）
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
翌
二
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
と
い
う
。

当
時
四
十
二
歳
。
詳
し
く
は
、
安
井
久
善
氏
「『
新
撰
六
帖
題
和
歌
』
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て
」（「
語
文
」〈
日
本
大
学
国
文
学
会
〉
第
三
十
九
号
、
一
九
七
四

年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９　

�

こ
の
歌
が
出
典
未
詳
で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
も
『
校
證
古
今
歌
六
帖
』
が
指
摘

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
歌
を
あ
ら
た
め
て
検

し
て
み
て
も
、
出
典
と
見
ら
れ
る
歌
は
見
出
せ
な
い
。

10　

�

富
永
洋
子
氏
「
古
今
和
歌
六
帖
の
研
究
―
細
川
家
永
青
文
庫
本
及
び
松
平
文
庫

本
を
中
心
と
し
て
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
四
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
六
五

年
一
月
）
で
は
、
永
青
文
庫
本
と
寛
文
九
年
版
本
を
基
と
す
る
標
注
本
と
を
比

較
検
討
し
、「
寛
文
版
本
は
、
そ
れ
以
前
の
過
程
に
於
て
、
誰
か
の
手
に
よ
つ

て
、
意
識
的
な
校
訂
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昔
か
ら
僻
事
の
多
い

の
で
有
名
な
古
今
六
帖
を
、
少
し
で
も
元
の
形
に
戻
す
為
、
原
典
の
わ
か
つ
て

い
る
も
の
は
、
六
帖
の
作
者
表
記
や
歌
の
本
文
に
関
し
て
、
明
ら
か
に
間
違
つ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
、
原
典
の
方
へ
改
め
る
と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
た

と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
、
つ
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
岸
上
慎
二
氏「
古
今
六
帖
本
文
覚
え
書
―
写
本
の
形
に
よ
る
読
み
Ⅱ
―
」

（「
語
文
」〈
日
本
大
学
国
文
学
会
〉
第
六
十
七
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
で
も
、

「
寛
文
九
年
版
本
の
出
版
に
当
っ
て
古
今
六
帖
は
幅
広
い
読
者
を
予
想
し
て
本

文
の
整
備
が
更
に
一
層
要
求
さ
れ
た
で
あ
ら
う
の
を
う
け
て
、
多
く
の
本
文
の

校
訂
の
手
が
入
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11　

�『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
、
桂
宮
本
の
本
奥
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
期
に

は
何
本
か
の
伝
本
が
あ
り
、
す
で
に
そ
の
時
点
で
、
本
文
に
多
く
の
誤
脱
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
現
存
諸
本
は
、
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
期
の
写
本
で
あ

る
。
詳
し
く
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』「
古
今
和
歌
六
帖
」
解
題
（
橋
本
不
美
男

氏
・
相
馬
万
里
子
氏
・
小
池
一
行
氏
）
他
を
参
照
さ
れ
た
い
。

12　

�

佐
藤
恒
雄
氏
「
新
撰
六
帖
題
和
歌
の
成
立
に
つ
い
て
」（「
香
川
大
学
教
育
学
部

研
究
報
告
」
第
一
部
四
十
九
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、『
新
撰
和

歌
六
帖
』
の
歌
題
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
拠
り
な
が
ら
、
物
名
と
し
て
詠

ま
れ
や
す
い
題
が
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
も
、『
新
撰
和
歌

六
帖
』「
た
か
む
な
」
題
に
物
名
歌
が
な
い
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
現
象
と
捉

え
ら
れ
よ
う
。

13　

�
光
俊
は
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
詠
作
後
、『
現
存
和
歌
六
帖
』
を
編
纂
す
る
が
、

こ
の
時
の
歌
題
は
、『
新
撰
和
歌
六
帖
』で
は
な
く
、『
古
今
和
歌
六
帖
』に
倣
っ

て
い
る
。

（
44
）



一
〇

『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
の
変
容
と
享
受
―
伊
勢
の
「
雪
中
の
筍
」
題
の
屏
風
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

附　

記

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
文
字
列
デ
ー
タ
解
析
シ
ス
テ

ム
の
構
築
と
平
安
朝
文
学
の
伝
本
と
表
現
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号

２
２
５
０
０
２
３
６
、
平
成
二
十
二
～
二
十
四
年
度
）
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ

る
。

　

用
例
収
集
に
際
し
、『
新
編
国
歌
大
観
』CD

-RO
M

版V
er.2

と
と
も
に
、
竹
田

正
幸
氏
（
九
州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ
ム
情
報
科
学
研
究
院
）
作
成
の
文
字
列
解
析
器

「e-CSA

」V
er.2.00

を
使
用
し
た
。

�

（
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