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一
．
は
じ
め
に

「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
幽
玄
」
「
あ
は
れ
」
な
ど
は
諸
書
で
「
日
本
的
美
的
概
念
」
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
古
典
に
大
西
克よ

し

礼の
り

（
一
八
八
八
～
一
九
五
九
）
の
『
幽
玄
と
あ
は
れ
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）
や
、
『
風
雅
論
「
さ
び
」
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
四
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
筆
者
も
編
著
者
と
し
て
関
わ
っ
た
『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄
―
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程

―
』
（
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
中
世
美
学
の
見
直
し
、
文
化
史
の
興
隆
な
ど
の
学
問
的
背
景
が
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
実
、
日
本
人
が
「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
作
り
、
ま
た
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
部
と
す
る
動
向
の
中
で
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
美
的
概
念
が
西
洋
美
学
に
も
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ

の
副
産
物
と
し
て
「
あ
は
れ
＝
源
氏
物
語
」
「
わ
び
＝
茶
の
湯
＝
千
利
休
」
「
さ
び
＝
俳
諧
＝
松
尾
芭
蕉
」
「
幽
玄
＝
能
楽
＝
世
阿
弥
」
と
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い
う
等
式
が
ほ
ぼ
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
今
日
ま
で
基
本
的
に
こ
の
等
式
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
基
に
し
た
研
究
が
な

さ
れ
て
き
た
と
い
う
実
情
が
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
中
に
は
非
常
に
有
益
な
研
究
も
あ
る
が
、
反
対
に
定
義
や
そ
の
蓋
然
性
の
検
証
す
ら
な
い
ま
ま
論
じ
ら
れ
た

も
の
も
決
し
て
少
な
く
な
い
の
も
ま
た
実
情
で
あ
る
。

こ
の
辺
り
で
「
わ
び
」
と
は
何
か
、
「
さ
び
」
と
は
何
か
、
「
あ
は
れ
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
辞
書
と
は
ま
た
異
な
る
方
法
で
調

べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て
、
辞
書
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
意
味
や
特
徴
な
ど
が
、
も

し
か
す
る
と
浮
か
び
上
が
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
辞
書
で
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
和
歌
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
『
歌
こ
と
ば

歌
枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
を
用
い
て
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
用
例
は
省
略
す
る
。

ま
ず
「
わ
び
」
か
ら
（
用
例
は
除
く
、
以
下
同
じ
。
）
「
わ
び
」
は
「
わ
ぶ
」
の
連
用
形
で
あ
る
か
ら
、
「
わ
ぶ
」
の
項
か
ら
引
こ
う
。

激
し
い
恋
の
嘆
き
や
苦
悩
の
末
に
、
気
力
が
萎
え
て
沈
み
込
む
状
態
を
示
す
の
が
原
義
。
（
中
略
）
思
い
が
叶
わ
ぬ
た
め
の
落
胆
や
、

耐
え
が
た
い
悲
嘆
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
状
態
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
ば
し
ば
ほ
か
の
動
詞
と
結
び
付
い
た
形
で
用
い
ら
れ

る
が
、
「
思
ひ
わ
ぶ
」
「
恋
ひ
わ
ぶ
」
「
待
ち
わ
ぶ
」
「
な
が
め
わ
ぶ
」
な
ど
は
、
そ
の
行
為
が
ひ
ど
く
辛
い
も
の
で
苦
し
く
耐
え
か
ね

る
、
の
意
味
で
詠
ま
れ
る
。
用
例
の
大
半
は
恋
歌
で
あ
る
が
、
（
中
略
）
世
の
中
や
憂
き
我
が
身
へ
の
嘆
き
や
屈
託
し
た
感
情
を
詠

む
例
、
ま
た
（
中
略
）
落
剝
し
た
み
す
ぼ
ら
し
い
あ
り
さ
ま
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
八
代
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』
か
ら
『
詞
花
集
』

に
か
け
て
用
例
が
減
少
す
る
が
、
『
千
載
集
』
以
降
、
ふ
た
た
び
よ
く
用
い
ら
れ
、
「
せ
き
わ
ぶ
」
「
ふ
し
わ
ぶ
」
「
わ
け
わ
ぶ
」
「
さ

え
わ
ぶ
」
な
ど
の
複
合
動
詞
が
現
れ
る
。
「
わ
ぶ
」
が
あ
る
行
為
を
し
あ
ぐ
ね
て
難
渋
す
る
困
惑
・
苦
し
さ
を
示
す
例
は
、
（
中
略
）

三
代
集
か
ら
散
見
さ
れ
る
が
、
『
千
載
集
』
『
新
古
今
集
』
以
降
は
、
（
中
略
）
こ
の
意
の
割
合
が
や
や
増
加
す
る
。
１
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
原
義
は
恋
の
嘆
き
か
ら
く
る
沈
ん
だ
状
態
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
、
減
少
す
る
が

『
千
載
和
歌
集
』
や
『
新
古
今
和
歌
集
』
な
ど
で
複
合
動
詞
と
し
て
再
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

次
に
「
さ
び
」
に
移
ろ
う
。
「
さ
び
」
は
「
さ
ぶ
」
の
項
が
な
い
の
で
「
さ
び
し
」
で
引
く
こ
と
に
す
る
。

本
来
あ
る
べ
き
も
の
が
失
わ
れ
た
た
め
に
起
こ
る
満
た
さ
れ
な
い
心
情
を
い
う
語
。
（
中
略
）
平
安
以
降
に
も
「
さ
び
し
」
は
多
く

詠
ま
れ
た
。
（
中
略
）
人
気
の
な
い
心
細
さ
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
さ
び
し
さ
に
よ
っ
て
景
物
の
情
趣
を
よ
り
深
く

味
わ
お
う
と
す
る
態
度
が
現
れ
る
。
中
世
的
美
意
識
に
繋
が
る
「
さ
び
し
さ
」
へ
の
傾
斜
・
愛
着
は
平
安
後
期
以
後
に
流
行
し
た
山

里
趣
味
と
あ
い
ま
っ
て
、
「
さ
び
し
」
の
使
用
を
増
大
さ
せ
る
。
（
中
略
）
秋
・
冬
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
、
月
・
風
・
鹿
の
声
・
雪
・

水
音
に
哀
感
を
催
さ
せ
る
作
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
（
中
略
）
特
定
の
景
物
に
触
発
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
寂
寥
感
・
孤
独
感
が

抽
象
的
な
心
情
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
「
さ
び
し
」
の
境
地
に
対
す
る
態
度
が
深
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
わ
せ
る
。
２

　
こ
れ
は
本
来
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
物
が
何
ら
か
の
事
情
で
失
わ
れ
た
時
の
満
た
さ
れ
な
い
気
持
ち
を
表
現
す
る
の
が
原
義
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
や
が
て
そ
う
し
た
心
情
を
し
み
じ
み
と
積
極
的
に
味
わ
お
う
と
い
う
態
度
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
中
世
的
美
意
識
に
繋
が
っ

た
と
す
る
。
も
と
も
と
は
秋
と
冬
の
歌
で
特
定
の
景
物
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
特
定
の
景
物
か
ら
は
離
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

最
後
に
「
あ
は
れ
」
は
ど
う
か
。

心
の
底
か
ら
の
感
動
を
表
す
言
葉
。
感
動
詞
・
名
詞
・
形
容
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
感
動
が
自
然
に
嘆
息
の
声
に
な
っ
て
表
れ

た
感
動
詞
が
本
来
の
用
法
。
そ
の
感
情
内
容
と
し
て
は
、
賛
嘆
・
感
動
・
親
愛
・
同
情
・
共
感
・
愛
惜
・
哀
傷
な
ど
が
見
ら
れ
る

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
特
定
の
感
情
と
し
て
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
、
肉
体
の
奥
底
か
ら
湧
き
上
が
っ
て

70



間谷論集　第 19 号（2025） （4）

く
る
よ
う
な
情
動
が
そ
の
ま
ま
表
れ
た
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
平
安
文
化
最
盛
期
の
女
流
作
家
た
ち
は
、
こ
の

「
あ
は
れ
」
の
心
情
を
深
く
切
実
に
受
け
止
め
た
。
（
中
略
）
こ
う
し
た
「
あ
は
れ
」
は
中
世
へ
と
至
る
に
つ
れ
て
、
哀
感
を
主
体
と

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
広
い
意
味
で
の
思
想
的
な
深
み
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
３

こ
れ
は
か
な
り
強
い
言
葉
で
あ
る
。
心
の
底
か
ら
の
感
動
を
表
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
だ
。
肉
体
の
奥
底
か
ら
沸
き
起
こ
る
情
動
が
そ
の

ま
ま
表
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
辞
書
的
な
意
味
を
確
認
し
て
き
た
が
、
本
研
究
で
は
、
主
に
二
つ
の
こ
と
を
行
う
。
一
つ
は
、
勅
撰
和
歌
集
と
い
う

同
じ
母
集
団
を
用
い
て
、
和
語
で
あ
る
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
と
い
う
語
の
関
連
語
が
用
い
ら
れ
た
和
歌
を
抽
出
し
、
そ
こ
か
ら

見
え
て
く
る
各
語
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
八
代
集
と
十
三
代
集
の
間
に
何
ら
か
の
違
い
が
見

出
さ
れ
る
か
を
、
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
手
法
を
用
い
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
、
勅
撰
和
歌
集
に
お
け

る
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
の
特
徴
が
従
来
よ
り
も
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
。

二
．
部
立
の
出
現
比
率
の
比
較

ま
ず
勅
撰
和
歌
集
か
ら
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
の
関
連
語
を
使
用
し
た
和
歌
を
抽
出
し
た
結
果
、
「
わ
び
」
が
四
一
四
首
、
「
さ

び
」
が
二
八
三
首
、
「
あ
は
れ
」
が
七
五
五
首
抽
出
で
き
た
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
和
歌
を
対
象
に
し
、
順
次
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
。

表
１
は
部
立
に
よ
る
出
現
比
率
比
較
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
と
、
分
か
り
易
く
す
る
た
め
に
部
立
を
あ
え
て
四
季
の
場

合
は
「
春
」
と
「
夏
」
を
一
つ
に
、
ま
た
「
秋
」
と
「
冬
」
を
一
緒
に
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
「
恋
」
と
「
哀
傷
」
も
「
人
事
」
と
し
て
ま

と
め
た
。
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表
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
わ
び
」
で
は
恋
や
哀
傷
な
ど
の
「
人
の
気
持
ち
」
を
直
接
詠
ん
だ
歌
、
と
り
わ
け
「
恋
」
の
歌
が
多
い

こ
と
が
ま
ず
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
わ
び
」
の
歌
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

で
は
、
「
さ
び
」
は
と
言
う
と
、
「
わ
び
」
と
反
対
に
「
恋
」
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
「
四
季
」
や
「
雑
」
の
歌
が
多
く
な
る
。

と
り
わ
け
「
秋
」
と
「
冬
」
の
歌
が
多
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。

「
あ
は
れ
」
は
恋
や
哀
傷
な
ど
の
「
人
の
気
持
ち
」
を
直
接
詠
ん
だ
歌
と
「
雑
」
の
歌
が
多
く
、
「
四
季
」
の
歌
は
「
わ
び
」
と
同
程
度

で
あ
る
。

表
１　

部
立
に
よ
る
出
現
比
率
比
較

春
・
夏

秋
・
冬

恋
・
哀
傷

雑

わ
び

6.1%

12.1%

52.0%

13.5%

さ
び

6.7%

39.7%

3.9%

39.7%

あ
は
れ

5.9%

16.1%

33.0%

33.7%

三
．
歌
人
に
つ
い
て

出
現
す
る
和
歌
の
作
者
を
、
男
性
、
女
性
、
僧
侶
、
よ
み
人
知
ら
ず
の
四
種
に
分
け
て
み
た
。
表
２
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
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表
２
か
ら
わ
か
る
の
は
、
ま
ず
「
わ
び
」
の
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
数
値
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
「
さ
び
」
や
「
あ
は
れ
」

と
比
べ
て
僧
侶
の
歌
が
少
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
「
あ
は
れ
」
は
女
性
歌
人
が
他
に
比
べ
て
多
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。

表
２　

作
者
の
比
率

男
性
歌
人

女
性
歌
人

僧
侶

よ
み
人
知
ら
ず

わ
び

62.1%

13.5%

9.9%

14.5%

さ
び

66.8%

15.2%

13.4%

4.6%

あ
は
れ

57.9%

28.4%

13.4%

5.8%

こ
れ
は
全
体
（
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
を
合
わ
せ
た
も
の
）
に
な
る
が
、
抽
出
さ
れ
た
歌
の
多
い
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
（
一
五
首
以
上
の
も
の
を
掲
出
）
。

　
藤
原
俊
成　

：
二
九
首

西
行
法
師　

：
二
七
首

紀
貫
之　
　

：
二
一
首

藤
原
定
家　

：
一
七
首

従
三
位
為
子
：
一
七
首
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藤
原
家
隆　

：
一
五
首

　
二
位
に
僧
侶
で
あ
る
西
行
法
師
が
、
四
位
に
は
女
性
歌
人
で
あ
る
従
三
位
為い

し子
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
紀
貫
之
と
従
三

位
為
子
を
除
け
ば
後
は
『
千
載
和
歌
集
』
か
ら
『
新
古
今
和
歌
集
』
時
代
の
歌
人
で
あ
る
点
が
看
取
で
き
る
。

従
三
位
為
子
は
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
歌
人
な
の
で
、
人
名
辞
典
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

?

―?　

鎌
倉
時
代
の
女
官
、
歌
人
。
京
極
為た

め
の
り教

の
娘
。
伏ふ

し

み見
天
皇
に
信
任
さ
れ
、
弟
の
京
極
為
兼
と
と
も
に
京
極
派
の
有
力
歌
人
と

し
て
活
躍
。
勅
撰
集
に
は1

2
0

首
余
が
は
い
っ
て
い
る
。
正し

ょ
う
わ和

４
年
（1

3
1
5

）
以
後
に
死
去
。
大
宮
院

権
ご
ん
の

中
納
言
、
院
大
納
言
典

侍
、
従
二
位
為
子
な
ど
と
よ
ば
れ
る
。
名
は
「
た
め
こ
」
と
も
よ
む
。
家
集
に
「
藤
大
納
言
典
侍
歌
集
」
。
４

京
極
為
教
（
一
二
二
七
～
七
九
）
の
娘
で
伏
見
院
（
一
二
六
五
～
一
三
一
七
）
に
信
任
さ
れ
た
京
極
派
の
歌
人
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」

と
い
う
語
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
多
い
事
か
ら
、
『
玉
葉
和
歌
集
』
と
『
風
雅
和
歌
集
』
に
多
く
載
せ
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

四
．
勅
撰
和
歌
集
に
よ
る
違
い

表
３
は
各
勅
撰
和
歌
集
で
、
ど
の
く
ら
い
差
が
あ
る
か
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

「
わ
び
」
は
『
後
撰
和
歌
集
』
で
極
端
に
多
く
使
わ
れ
、
そ
の
後
は
か
な
り
低
調
な
と
こ
ろ
で
安
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
確
認
し

た
辞
書
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
有
吉
保
氏
も
言
う
よ
う
に
、
『
後
撰
和
歌
集
』
は
、
「
恋
歌
の
勅
撰
集
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
く
ら
い
恋
歌
的
色
彩
の
強
い
歌
集
だ
か
ら
だ
ろ
う
５

。

そ
れ
に
対
し
、
「
さ
び
」
や
「
あ
は
れ
」
は
ほ
ぼ
増
減
が
類
似
し
て
い
る
。
三
つ
の
ピ
ー
ク
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
新
古
今
和
歌
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集
』
前
後
、
そ
し
て
『
玉
葉
和
歌
集
』
と
『
風
雅
和
歌
集
』
の
箇
所
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
二
者
は
二
条
派
の
歌
人

で
は
な
く
、
京
極
派
の
歌
人
が
中
心
と
な
っ
て
撰
し
た
集
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
さ
び
」
と
「
あ
は
れ
」
が
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
様
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
二
つ
の
ピ
ー
ク
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
前
後
の
歌
集
、
そ
し
て

京
極
派
が
撰
し
た
歌
集
と
い
う
よ
う
に
。

た
だ
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
さ
び
」
と
い
う
言
葉
は
『
詞
花
和
歌
集
』
や
『
続
後
撰
和
歌
数
』
、
そ
し
て
『
続
拾
遺
和
歌

集
』
で
は
一
首
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
詞
花
和
歌
集
』
の
歌
数
が
少
な
い
事
は
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
有
吉
保
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

詞
花
集
の
撰
者
は
、
こ
の
「
ざ
れ
歌
」
を
歌
風
の
根
本
に
据
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
こ
れ
は
従
来
の
勅
撰
集
に
は

見
ら
れ
な
い
新
し
い
世
界
で
あ
っ
た
。
６

と
い
う
「
ざ
れ
歌
」
中
心
主
義
が
影
響
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
少
し
深
刻
な
歌
は
全
体
的
に
避
け
ら
れ
た
結
果
な
の
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
他
二
集
で
は
単
に
好
ま
れ
な
か
っ
た
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
、
今
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。
た
だ
、
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

こ
の
集
は
、
「
鵜
舟
集
」
と
の
異
名
を
も
っ
て
い
た
。
『
井せ

い
あ
し
ょ
う

蛙
抄
』
に
「
続
拾
遺
を
ば
『
鵜
舟
集
』
と
云
ふ
。
か
ゞ
り
多
く
入
り
た

る
故
也
。
（
中
略
）
」
と
あ
る
。
篝
火
を
焚
い
て
市
中
の
治
安
を
維
持
す
る
武
士
の
歌
が
採
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
北
条
一
族
の
政

村
、
泰
時
、
時
村
や
為
氏
の
母
の
実
家
の
宇
津
宮
一
族
の
蓮
生
、
景
綱
、
時
朝
、
親
朝
な
ど
、
確
か
に
多
数
の
歌
が
採
ら
れ
て
い

る
。
７
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武
士
の
歌
を
多
く
採
録
し
た
結
果
、
生
じ
た
現
象
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

五
．
そ
の
他
の
特
徴

そ
の
他
、
和
歌
の
抽
出
の
際
に
見
え
て
き
た
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
「
わ
び
」
に
つ
い
て
。
「
わ
び
」
は
ど
う
や
ら
普
段
の
生
活
、
つ
ま
り
日
常
生
活
や
俗
世
で
感
じ
る
感
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

特
に
恋
の
歌
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
恋
の
諸
段
階
で
感
じ
る
感
興
で
あ
ろ
う
。
相
手
の
不
在
を
実
感
し
た
と
き
に
感
じ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
不
可
逆
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
戻
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
残
し
た
時
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
わ
び
」
自
体
は
一
時
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
わ
び
つ
つ
」
や
「
わ
び
ぬ
れ
ば
」
と
な
っ
て
初
め
て
長
い
間
、
「
わ
び
た
」

状
態
が
続
く
の
で
あ
る
。
先
に
一
時
的
と
述
べ
た
が
、
そ
の
証
拠
に
「
夢
」
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

次
に
「
さ
び
」
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
僧
侶
の
歌
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
か
、
人
里
離
れ
た
場
、
つ
ま
り
山
里
や
古
里
な
ど
遁
世

的
な
場
で
感
じ
る
感
興
で
あ
る
。
以
前
に
は
確
実
に
存
在
し
た
も
の
を
惜
し
む
気
持
ち
が
強
く
、
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
何
か

の
き
っ
か
け
で
強
く
実
感
す
る
時
に
「
さ
び
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
だ
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
に
は
「
涙
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
一

首
も
見
ら
れ
な
い
。
当
然
、
そ
の
縁
語
で
あ
る
「
露
」
を
詠
ん
だ
歌
も
皆
無
で
あ
る
。
「
さ
び
」
は
も
う
戻
る
事
が
で
き
な
い
半
永
久
的

な
不
可
逆
性
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
か
「
夢
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
（
二
首
の
み
）
。
こ
の
辺
り
が
「
わ
び
」

と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
点
だ
け
加
え
て
お
く
と
、
「
う
ら
み
」
が
詠
み
こ
ま
れ
な
い
点
も
「
さ
び
」
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
る
。

「
あ
は
れ
」
は
、
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
「
あ
は
れ
」
が
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
も
言
え

よ
う
か
。
い
ろ
ん
な
箇
所
や
場
面
で
感
じ
る
も
の
だ
。
た
だ
違
う
の
は
一
瞬
で
涙
が
出
る
く
ら
い
深
く
強
い
感
情
で
あ
る
点
で
あ
る
。
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「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
、
特
に
「
わ
び
」
で
は
長
い
間
「
わ
び
た
」
状
態
だ
と
涙
が
出
る
よ
う
だ
が
、
一
瞬
感
じ
る
「
わ
び
」
の
気
持
ち
だ

け
で
は
「
涙
」
は
出
な
い
。
だ
が
、
「
あ
は
れ
」
は
違
う
。
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
た
途
端
、
「
涙
」
が
出
る
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

関
係
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
神
も
「
あ
は
れ
」
に
感
応
す
る
こ
と
が
あ
る
。
神
は
「
あ
は
れ
」
を
知
る
存
在
で
あ
り
、
人
は
神
に
「
あ

は
れ
を
か
け
よ
」
と
祈
る
の
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」
は
神
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
あ
は
れ
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
に
は
「
神
祇
」
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
あ
は
れ
」
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

六
．
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
分
析
結
果

表
４
～
６
は
、
そ
れ
ぞ
れ
勅
撰
和
歌
集
か
ら
抽
出
し
た
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
を
Ｋ
Ｈ
コ
ー
ダ
に
か
け
、
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

図
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
わ
び
」
に
関
わ
る
語
に
は
、
恋
の
歌
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
が
共
起
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、

「
逢
」
「
夜
」
「
夢
」
「
待
つ
」
「
な
く
」
「
寝
る
」
「
見
る
」
「
音
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
「
東
路
の
佐
夜
の
中
山
な
か
な
か
に
逢
ひ
見
て

後
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る
」
（
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
九
・
恋
一
・
源
宗む

ね
ゆ
き于

）
や
、
「
夢
よ
夢
恋
し
き
人
に
逢
ひ
見
す
な
覚
め
て
の
後
に
わ
び

し
か
り
け
り
」
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
二
・
恋
二
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
表
５
の
「
さ
び
」
の
場
合
は
、
「
山
里
」
「
秋
」
「
夕
暮
れ
」
「
木
枯
ら
し
」
「
吹
く
」
「
宿
」
な
ど
が
共
起
し
て
い
る
。

「
訪
る
る
音
に
な
か
な
か
山
里
の
さ
び
し
さ
勝
る
夕
時
雨
か
な
」
（
『
続
古
今
和
歌
集
』
巻
第
八
・
釈
教
・
思
順
上
人
）
や
、
「
嵐
吹
き
籬
の

萩
に
鹿
鳴
き
て
さ
び
し
か
ら
ぬ
は
秋
の
山
里
」
（
『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
四
・
秋
上
・
藤
原
俊
成
）
な
ど
が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。表

６
の
「
あ
は
れ
」
で
は
、
「
思
ふ
」
「
恋
」
「
言
」
な
ど
が
近
い
距
離
に
あ
る
の
が
わ
か
る
。
「
天
の
川
流
れ
て
恋
は
憂
く
も
ぞ
あ
る
あ

は
れ
と
思
ふ
瀬
に
早
く
見
む
」
（
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
五
・
秋
上
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
歌
や
、
「
住
吉
の
神
は
あ
は
れ
と
思
ふ
ら
む
空
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し
き
舟
を
さ
し
て
来
た
れ
ば
」
（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
八
・
雑
四
・
後
三
条
院
）
な
ど
が
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
時
に
は
、
あ
ま
り
意
識
し
な
か
っ
た
が
、
「
言
の
葉
」
や
「
言
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
「
あ
は
れ
」
の
歌
に
は
多
く

見
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
「
恋
死
な
む
身
を
も
あ
は
れ
と
誰
か
言
は
む
言
ふ
べ
き
人
は
辛
き
世
な
れ
ば
」
と
い
う
『
風
雅
和
歌

集
』
巻
第
十
四
・
恋
五
に
載
る
西
大
寺
前
内
大
臣
女
の
歌
な
ど
が
そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
悲
し
さ
も
あ
は
れ
も
た
ぐ
ひ
お

ほ
か
る
を
人
に
ふ
る
さ
ぬ
言
の
葉
も
が
な
」
（
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
巻
第
一
三
・
恋
三
・
謙
徳
公
）
な
ど
の
歌
も
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。

七
．
八
代
集
と
十
三
代
集
の
違
い

次
に
、
八
代
集
と
十
三
代
集
の
間
に
何
ら
か
の
共
通
点
や
相
違
点
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
っ
て
み
る
。
先
ほ
ど
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の

デ
ー
タ
を
Ｋ
Ｈ
コ
ー
ダ
―
に
か
け
て
み
た
。

表
７
が
八
代
集
の
「
わ
び
」
に
関
す
る
結
果
で
あ
り
、
表
８
が
十
三
代
集
の
「
わ
び
」
に
関
す
る
結
果
で
あ
る
。
同
様
に
表
９
、
10
が

「
さ
び
」
に
対
す
る
も
の
、
表
11
、
12
が
「
あ
は
れ
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
表
７
は
表
４
と
酷
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
勅
撰
和
歌
集
全
体
で
出
た
傾
向
は
す
で
に
八
代
集
に
表
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
逆
に
表
８
の
十
三
代
集
の
場
合
、
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
も
線
の
多
さ
も
少
な
く
な
る
。
共
起
す
る
語
も

八
代
集
で
は
強
か
っ
た
「
逢
」
と
い
う
語
と
の
関
連
性
が
小
さ
く
な
り
、
「
思
ふ
」
や
「
恋
」
な
ど
の
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
勅
撰
和

歌
集
で
見
た
「
あ
は
れ
」
（
表
４
）
と
近
い
と
も
言
え
よ
う
か
。

次
に
「
さ
び
」
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
場
合
は
、
八
代
集
で
「
神
さ
び
る
」
と
い
う
語
が
大
き
な
中
心
群
を
な
し
て
お

り
、
こ
の
語
は
「
古
る
」
「
我
」
「
石
上
」
「
恋
」
な
ど
と
共
起
し
て
い
る
。
だ
が
、
十
三
代
集
に
な
る
と
、
そ
の
群
は
小
さ
く
な
り
、
「
住

吉
」
「
松
」
「
勝
る
」
「
夕
」
な
ど
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
神
の
名
が
「
石
上
」
の
神
か
ら
「
住
吉
」
の
神
に
代
わ
っ
て
い
る
点
が
興
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味
深
い
。
こ
の
群
に
代
わ
っ
て
十
三
代
集
に
な
る
と
、
「
寂
し
い
」
や
「
寂
」
を
中
心
群
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
前
者
は
「
秋
」
「
宿
」
と
強
い
共
起
関
係
に
あ
り
、
後
者
は
「
月
」
「
声
」
「
澄
む
」
と
共
起
関
係
を
結
ん
で
い
る
の
が
わ
か
る
。

最
後
に
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
が
、
「
あ
は
れ
」
の
場
合
も
八
代
集
と
勅
撰
和
歌
集
全
体
で
は
ほ
ぼ
同
じ
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は

「
わ
び
」
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
が
十
三
代
集
に
な
る
と
、
「
見
る
」
「
思
ふ
」
「
世
」
「
月
」
な
ど
と
共
起
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
代
に
よ
っ
て
歌
の
詠
ま
れ
方
と
い
う
か
、

語
の
選
択
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
主
に
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
八
代
集
と
、
そ
れ
以
降
の
集
で
は
か
な
り
の
差
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
と
も
す
る
と
八
代
集
中
心
で
物
を
考
え
が
ち
だ
が
、
中
世
に
お
け
る
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
を
考
え
る
場
合
に
は
、
平

安
の
感
覚
で
臨
む
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
は
中
世
の
用
例
を
使
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
語
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
可
能
で
あ
れ

ば
、
和
歌
集
ご
と
に
デ
ー
タ
分
析
を
行
い
た
い
が
、
そ
う
す
る
と
デ
ー
タ
量
が
少
な
く
な
る
の
で
、
誤
差
も
大
き
く
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
今
回
は
八
代
集
と
十
三
代
集
の
分
析
に
と
ど
め
る
。　

ま
た
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
辞
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究

に
生
か
せ
る
成
果
だ
と
思
う
。

八
．
お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

①
辞
書
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
が
い
く
つ
か
明
ら
か
に
な
っ
た
。
例
え
ば
「
わ
び
」
で
あ
れ
ば
、
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
が

多
い
点
や
、
「
わ
び
」
た
だ
け
で
は
「
涙
」
は
流
さ
な
い
点
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
「
さ
び
」
に
つ
い
て
は
、
僧
侶
の
歌
が
多
い
点
や
、

『
玉
葉
和
歌
集
』
や
『
風
雅
和
歌
集
』
な
ど
の
京
極
派
が
撰
し
た
歌
集
で
多
か
っ
た
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
あ
は
れ
」
で
は
、
「
神
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祇
」
の
歌
が
比
較
的
多
い
こ
と
が
発
見
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

②
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
手
法
に
よ
り
、
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
語
と
の
関
連
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た

「
わ
び
」
と
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
は
、
勅
撰
和
歌
集
全
体
と
八
代
集
の
共
起
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

反
対
に
十
三
代
集
で
は
か
な
り
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

こ
う
し
た
方
法
は
他
の
歌
集
な
ど
に
も
援
用
で
き
る
。
一
つ
ぜ
ひ
と
も
行
っ
て
み
た
い
の
が
、
近
世
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

『
類
題
和
歌
集
』
の
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
水
尾
院
撰
の
勅
撰
類
題
集
で
あ
る
が
、
茶
の
湯
の
歌
銘
や
香
道
の
香
銘
の
典
拠
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
近
世
の
歌
人
た
ち
が
作
歌
の
際
の
証
歌
検
索
の
た
め
に
用
い
た
と
い
う
歌
集
で
も
あ
る
。
こ
の
歌
集
の
特
徴
を
同
じ
方

法
で
分
析
し
、
勅
撰
和
歌
集
の
世
界
と
対
比
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世
ま
で
の
文
化
の
様
相
と
、
近
世
の
そ
れ

が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
そ
の
一
端
が
明
確
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
だ
。

と
も
か
く
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
に
よ
っ
て
、
「
わ
び
」
「
さ
び
」
「
あ
は
れ
」
な
ど
の
語
を
中
心
に
し
て
、
分
析
と
考
察
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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久
保
田
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『
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』Japan K

now
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和
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文
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基
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出
版
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二
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、
二
二
頁
。
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。
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一
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。
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Words such as “wabi”, “sabi”, “yūgen”, and “aware” have been described as 
“Japanese aesthetic concepts” in various books. Representative classics include Yoshinori 
Onishi (1888-1959)'s “Yugen to Aware” (Iwanami Shoten, 1939).

This essay has revealed several facts that were not pointed out in dictionaries. For 
example, in the case of “wabi”, there are many songs that are unknown to people, and 
“wabi” alone does not cause “tears” to be shed. Regarding “sabi”, there are many poems 
by monks, and there are many poems compiled by the Kyogoku school, such as “Gyokuyo 
Wakashu” and “Fuga Wakashu.” One of the discoveries made in “Aware” was that there 
were relatively many “Jinji” songs.

When analyzed using data mining techniques, a relationship with words that had not 
been pointed out before was confirmed. It has also been revealed that the co-occurrence 
network for “wabi” and “aware” is the same in the entire imperial collection of waka 
poems and in the Yashiro collection. On the contrary, I found that the thirteenth collection 
showed a very different aspect.

“Wabi”, “Sabi”, and “Aware” in the 
Imperial Collection of Japanese Poetry
―Analysis using data mining techniques―

IWAI Shigeki 
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