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序

　

藤
原
為
家
（
一
一
九
八
～
一
二
七
五
）
は
、
祖
父
俊
成
・
父
定
家
の
跡
を
受
け
継
い
で
、
歌
道
の
家
と
し
て
の
御
子
左
藤
原
家
の
繁

栄
を
体
現
し
た
歌
人
で
あ
る
。
為
家
の
没
後
、
御
子
左
家
は
二
条
・
京
極
・
冷
泉
三
家
に
分
裂
し
て
歌
道
の
正
統
を
争
い
合
う
よ
う
に

な
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
家
祖
の
一
人
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
こ
と
は
、
俊
成
・
定
家
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
か
っ
た
。
勅
撰

集
撰
者
と
し
て
は
、
第
十
番
目
の
『
続
後
撰
和
歌
集
』
を
独
撰
し
て
お
り
、
続
く
『
続
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
も
撰
者
の
一
人
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
歌
論
書
『
詠
歌
一
体
』
は
一
二
六
一
年
か
ら
一
二
六
四
年
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
、
定
家
の
歌
論
書
同
様
多
く
の
伝

本
を
生
み
、
以
降
の
和
歌
世
界
に
お
い
て
ひ
ろ
く
分
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
、
為
家
は
「
古
歌
を
と
る
事
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
る
。
従
来
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所

は
為
家
に
よ
る
「
本
歌
取
」
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
岩
佐
美
代
子
氏
は
こ
の
項
目
に
つ
い
て
、「
本
歌
取
の
あ
り
方
に

再
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つ
い
て
述
べ
る
が
、
為
家
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
奨
励
し
な
い
。
思
う
に
、
本
歌
取
の
技
巧
は
新
古
今
・
定
家
に
お
い
て
極
ま
り
、
後
人

の
及
ぶ
所
で
な
い
上
に
、
歌
人
に
も
鑑
賞
者
に
も
古
歌
の
知
識
は
乏
し
く
な
り
、
本
歌
取
の
妙
味
を
演
出
し
、
ま
た
そ
れ
を
享
受
す
る

能
力
の
薄
れ
た
時
代
を
見
据
え
て
、
こ
う
し
た
発
言
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
説
し
て
い
る（
１
）。こ

の
よ
う
に
、「
本
歌
取
」
と
い

う
概
念
規
定
の
曖
昧
な
方
法
を
定
家
と
新
古
今
時
代
の
実
践
に
代
表
さ
せ
、「
古
歌
」
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
詠
歌
に
取
り
込
む
方
法

の
す
べ
て
に
そ
れ
を
演
繹
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
中
世
和
歌
研
究
に
お
い
て
常
態
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
中
世
和
歌
に
お
い
て
普
遍
的
な
、
古
歌
を
再
利
用
す
る
と
い
う
方
法
の
実
態
を
、
根
本
か
ら
誤
解
さ
せ
か
ね

な
い
も
の
で
あ
る（
２
）。ま
た
岩
佐
氏
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
為
家
自
身
の
表
現
意
識
を
見
て
も
、
む
し
ろ
積
極
的
に
「
古
歌
」
を
自

ら
の
詠
歌
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

小
論
で
は
、「
古
歌
を
と
る
事
」
に
お
い
て
為
家
が
「
本
歌
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
。

す
な
わ
ち
、
中
世
と
現
代
を
行
き
来
し
な
が
ら
輻
輳
す
る
「
本
歌
取
」
概
念
を
規
定
す
る
と
い
う
帰
納
的
過
程
の
一
環
と
し
て
、
一
旦

「
本
歌
」
と
い
う
用
語
を
リ
セ
ッ
ト
し
、
為
家
の
用
語
に
即
し
な
が
ら
、「
古
歌
を
と
る
」
と
い
う
方
法
論
を
俎
上
に
乗
せ
る
。
小
論
の

目
的
は
、「
古
歌
を
と
る
事
」
に
関
す
る
『
詠
歌
一
体
』
に
お
け
る
言
説
、
お
よ
び
挙
げ
ら
れ
る
例
歌
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
特
徴

お
よ
び
創
作
上
の
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
考
察
結
果
を
為
家
自
身
の
実
践
に
適
用
・
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
古
歌
を
と
る
」
と
い
う
方
法
が
、
新
古
今
時
代
以
降
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ

れ
ら
を
も
っ
て
、
現
代
の
国
文
学
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
た
と
さ
れ
る
新
古
今
時
代
以
降
の
中
世
和
歌
を
価
値

づ
け
直
す
べ
き
、
新
た
な
表
現
論
的
前
提
を
構
築
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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一　
『
詠
歌
一
体
』「
古
歌
を
と
る
事
」
立
論
の
歌
論
史
的
背
景

　
『
詠
歌
一
体
』「
古
歌
を
と
る
事
」
に
お
い
て
、
為
家
は
五
対
の
例
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
為
家
が
最
初
に
挙
げ
る
一

対
に
注
目
し
、
そ
れ
を
収
録
す
る
先
行
歌
論
の
分
析
と
併
せ
て
、
為
家
が
こ
の
項
目
を
立
て
た
思
想
的
背
景
に
、
ど
の
よ
う
な
和
歌
史

の
認
識
が
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

為
家
が
「
古
歌
と
り
た
る
歌
」
と
し
て
最
初
に
挙
げ
る
の
は
、
以
下
の
一
対
で
あ
る（
３
）。

む
す
ぶ
て
の 

し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の 

あ
か
で 

も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る 

か
な

（『
古
今
集
』
離
別
歌
・
四
〇
四
・
紀
貫
之
「
志
賀
の
山
越
え
に
て
、
石
井
の
も
と
に
て
、
も
の
言
ひ
け
る
人
の
別
れ
け
る
折
に

よ
め
る
」）

［
古
歌
］

む
す
ぶ
て
の 

い
は
ま
を
せ
ば
み
お
く
や
ま
の
い
は
が
き
し
水 

あ
か
ず 

も
あ
る 

か
な

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
・
二
五
七
五
・
柿
本
人
麻
呂
「
は
じ
め
て
あ
へ
る
」、
第
二
句
「
い
し
ま
を
せ
ば
み
」）

こ
の
一
対
の
例
に
お
い
て
は
、
人
麻
呂
の
詠
ん
だ
「
古
歌
」
を
貫
之
が
「
取
っ
た
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。『
古
今
集
』
時
代
の
詠
歌

の
中
に
は
、『
万
葉
集
』
時
代
の
詠
歌
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
源
俊
頼
（
一
〇
五
五
～
一
一
二
九
）
の

『
俊
頼
髄
脳
』（
一
一
一
一
～
一
一
一
四
頃
成
立
）
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
、
以
降
の
和
歌
世
界
に
お
い
て
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
一
対
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
を
踏
襲
し
た
藤
原
清
輔
（
一
一
〇
四
～
一
一
七
七
）
の
『
奥
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義
抄
』（
一
一
五
〇
頃
成
立
）
に
、「
盗
古
歌
証
歌
（
古
歌
を
盗
る
証
歌
）」
の
例
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
点
で
あ
る（
４
）。貫

之
詠
は
「
古

歌
」
を
「
盗
」
っ
た
と
し
て
も
秀
逸
な
詠
歌
は
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
証
と
な
る
歌
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
「
証
歌
」
と
は
、「
表
現
の
先
例
・
準
拠
と
な
る
、『
万
葉
集
』「
三
代
集
」
等
の
古
歌（
５
）」を

指
す
歌
論
用
語
で
も
あ
る
。
と
り

わ
け
俊
頼
を
中
心
と
す
る
院
政
期
以
降
盛
ん
と
な
っ
た
、
詠
歌
の
優
劣
意
識
の
強
い
歌
合
に
お
い
て
は
、
新
奇
な
詞
遣
い
は
批
難
の
対

象
と
な
る
た
め
、
そ
の
詞
遣
い
が
先
例
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
証
歌
」
の
有
無
は
非
常
に
重
視
さ
れ
た（
６
）。為
家
の
祖
父
、
藤

原
俊
成
（
一
一
一
四
～
一
二
〇
四
）
も
、
そ
の
歌
論
『
古
来
風
体
抄
』（
初
撰
本
：
一
一
九
七
、
再
撰
本
：
一
二
〇
一
成
立
）
の
中
で
、

『
万
葉
集
』
の
歌
に
対
し
て
「
ま
こ
と
に
心
も
を
か
し
く
、
詞
づ
か
ひ
も
好
も
し
く
見
ゆ
る
歌
ど
も
は
多
か
る
べ
し
」
と
述
べ
な
が
ら
、

「
ま
こ
と
に
証
歌
に
も
な
り
ぬ
べ
く
、
文
字
遣
ひ
も
証
に
な
り
ぬ
べ
き
歌
ど
も
も
多
く
、
お
も
し
ろ
く
も
侍
れ
ば
」
と
、
そ
れ
ら
を
表

現
の
準
拠
と
す
べ
き
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る（
７
）。「

古
歌
を
と
る
事
」
に
お
い
て
、
為
家
は
「
証
歌
」
と
い
う
語
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、

『
奥
義
抄
』『
古
来
風
体
抄
』
を
踏
ま
え
た
上
で
、
人
麻
呂
詠
が
貫
之
詠
の
表
現
を
支
え
る
「
証
歌
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、

確
か
に
根
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
着
目
し
た
い
の
は
、
為
家
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
詠
歌
を
通
し
て
密
接
な
交
渉
も
あ
っ
た
順
徳
院
（
一
一
九
七
～
一
一
四
二
）

の
著
し
た
『
八
雲
御
抄
』
に
、
こ
の
一
対
が
「
古
歌
を
と
る
事
」
と
い
う
、
ま
さ
に
『
詠
歌
一
体
』
と
同
じ
項
目
の
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
歌
論
書
は
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
の
い
わ
ゆ
る
「
承
久
の
乱
」
後
に
佐
渡
に
流
さ
れ
る
以
前
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
順
徳
院
の
宸
筆
本
が
定
家
の
許
に
送
ら
れ
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
「
為
家
本
」
が
現
存
し
て
い
る（
８
）こと

か
ら
、
為
家

も
閲
覧
・
参
照
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
八
雲
御
抄
』
の
項
目
「
古
歌
を
と
る
事
」
は
、『
詠
歌
一
体
』
に
お
け
る
為
家

の
立
論
に
直
截
的
影
響
を
与
え
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
八
雲
御
抄
』
に
お
い
て
、「
古
歌
を
と
る
事
」
は
「
こ
れ
第
一
の
大
事
、
上
手
こ
と
に
見
ゆ
る
こ
と
な
り
」
と
、
歌
を
詠
む
際
に

も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る（
９
）。順

徳
院
は
こ
の
方
法
を
、「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
」
る
詠
み
方
と
、「
心
な

が
ら
と
り
て
も
の
を
か
へ
た
る
」
詠
み
方
と
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
、
挙
げ
ら
れ
る
例
歌
の
数
が
、
後
者
は
一
首
の
み
な

の
に
対
し
て
前
者
は
十
一
首
に
及
び
、
ま
た
「
詞
を
と
り
て
風
情
を
か
へ
た
る
は
よ
し
。
風
情
と
る
事
は
尤
見
苦
し
」
と
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
古
歌
の
詞
を
取
っ
て
そ
の
「
心
」
や
「
風
情
」、
す
な
わ
ち
表
出
内
容
や
着
想
・
趣
向
を
変
え
る
よ
う
な
詠
み
方
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
た
る
」
歌
に
挙
げ
ら
れ
る
例
は
、
す
べ
て
『
万
葉
集
』
の
詞
を
取
っ
た
『
古
今
集
』
あ
る
い
は
『
後
撰
集
』

『
伊
勢
物
語
』
の
歌
で
あ
り
、
順
徳
院
と
同
時
代
の
、
あ
る
い
は
同
時
代
に
近
い
「
近
代
」
の
例
は
一
首
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
「
第
一
の
大
事
」
で
あ
る
「
古
歌
を
と
る
」
と
い
う
方
法
が
、
勅
撰
集
の
嚆
矢
で
あ
る
『
古
今
集
』
の
時
代
か
ら
、
既
に
積
極
的

に
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

小
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、『
詠
歌
一
体
』「
古
歌
を
と
る
事
」
の
冒
頭
に
為
家
が
挙
げ
て
い
る
一
対
の
例
が
、『
八
雲
御
抄
』
に

お
い
て
「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
た
る
」
歌
の
例
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
）
（（
（

。
為
家
は
、
こ
の
一
対
を
「
古
歌
と
り
た
る

歌
」
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
八
雲
御
抄
』
の
認
識
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、「
古
歌
を
と
る
」
こ
と
を
「
詞
を
と
り
て
心
を
か

へ
た
る
」
こ
と
と
解
釈
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
詠
歌
行
為
に
お
け
る
根
源
的
方
法
論
と
し
て
価
値
づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
貫
之
詠
は
、
俊
成
の
『
古
来
風
体
抄
』
に
お
い
て
、「
大
方
、
す
べ
て
、
詞
、
こ
と
の
続
き
、
姿
心
、
限
り
な
く
侍
る
べ
し
」

と
絶
賛
さ
れ
て
お
り
、「
歌
の
本
体
は
、
た
だ
こ
の
歌
な
る
べ
し
」
と
、
言
語
芸
術
と
し
て
の
和
歌
の
指
標
と
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ
た

歌
で
あ
る
）
（（
（
。
為
家
に
お
い
て
も
、「
古
歌
と
り
た
る
歌
」
は
「
歌
の
本
体
」
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
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推
測
で
き
よ
う
。

　

人
麻
呂
詠
は
、
逐
語
訳
と
し
て
は
「
す
く
お
う
と
す
る
手
が
、
岩
の
間
が
狭
く
て
つ
か
え
て
し
ま
う
の
で
、
奥
山
の
岩
に
囲
ま
れ
て

湧
き
出
る
清
水
は
、
満
足
す
る
ほ
ど
飲
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
但
し
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
、「
は
じ
め

て
あ
へ
る
」
と
い
う
項
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
岩
間
の
湧
き
水
を
満
足
に
飲
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況

が
、
逢
っ
て
間
も
な
い
想
い
人
に
、
何
ら
か
の
妨
げ
に
よ
っ
て
満
足
に
逢
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
い
う
事
態
の
隠
喩
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

　

一
方
で
貫
之
は
、
人
麻
呂
詠
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
む
す
ぶ
手
の
」「
飽
く
」
と
い
う
詞
を
感
嘆
詞
の
「
か
な
」
と
と
も
に
摂
取
し

て
、「
す
く
い
上
げ
る
手
か
ら
し
た
た
る
雫
で
濁
っ
て
し
ま
っ
て
満
足
に
飲
め
な
い
山
の
泉
の
水
に
飽
き
足
り
な
い
よ
う
に
、
満
足
す

る
ほ
ど
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
想
い
人
と
別
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
離
別
の
哀
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
『
貫
之
集
』
の
詞

書
に
は
、「
し
が
の
山
ご
え
に
て
、
山
の
井
に
女
の
手
あ
ら
ひ
て
水
を
む
す
び
て
の
む
を
み
て
よ
み
て
や
る
」
と
あ
り
、
こ
の
詠
歌
が

再
録
さ
れ
た
『
拾
遺
集
』
の
部
立
が
「
雑
恋
」
で
あ
る
よ
う
に
、
恋
歌
と
し
て
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（
。

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
解
釈
に
従
え
ば
、
人
麻
呂
詠
と
貫
之
詠
と
は
同
じ
恋
歌
と
な
り
、
両
首
と
も
に
、
恋
の
想
い
が
遂
げ
ら
れ
な

い
と
い
う
状
況
を
石
清
水
を
飲
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
比
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
貫
之
詠
は
古
歌
の
「
心
を
か

へ
」
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
首
が
表
出
す
る
内
容
と
し
て
、
人
麻
呂
詠
は
野
山
で
の
実
景
・
実
感
を
詠
ん
で
い
る
と
も

解
釈
で
き
る
）
（（
（

の
で
、
貫
之
が
人
麻
呂
の
詠
ん
だ
実
景
・
実
感
を
、
離
別
・
恋
の
歌
に
仕
立
て
直
し
た
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

『
八
雲
御
抄
』
に
お
い
て
も
『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
歌
の
出
典
、
詞
書
や
背
景
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
人
麻
呂
に
よ
る
叙
事
・
叙
景
の
歌
に
詠
ま
れ
た
詞
を
再
利
用
し
な
が
ら
、
貫
之
が
離
別
を
哀
し
む
恋
の
歌
に
改
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変
し
た
と
、
順
徳
院
・
為
家
が
解
釈
し
て
い
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
詳
し
い
考
察
は
次
節
に
譲
る
が
、
為
家
が
「
古
歌
と
り
た

る
歌
」
の
例
に
挙
げ
る
他
の
四
対
は
す
べ
て
、「
古
歌
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
詞
」
を
再
利
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
る
「
心
」

を
変
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
に
催
さ
れ
た
「
広
田
社
歌
合
」
の
判
詞
に
お
い
て
、
俊
成
は
「
歌
は
古
歌
一
二
句
と
る
は
つ
ね
の
事
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
為
家
の
父
、
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
～
一
二
四
一
）
も
、『
詠
歌
大
概
』（
一
二
二
一
以
降
成
立
）
に
お
い

て
、「
古
人
の
歌
に
お
い
て
は
多
く
そ
の
同
じ
詞
を
以
て
こ
れ
を
詠
ず
る
、
既
に
流
例
た
り
」
と
断
言
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
和
歌

史
的
に
見
て
も
、
古
歌
に
詠
ま
れ
た
詞
を
摂
取
し
て
自
ら
の
詠
歌
に
用
い
る
こ
と
は
、
既
に
常
態
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
方
法
論
が
先

鋭
化
さ
れ
た
の
が
、
為
家
が
直
接
対
峙
し
た
俊
成
・
定
家
の
時
代
、
す
な
わ
ち
「
新
古
今
時
代
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
が
夙

に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
で
、
為
家
が
『
八
雲
御
抄
』
を
継
承
し
な
が
ら
自
ら
の
歌
論
に
「
古
歌

を
と
る
事
」
と
い
う
項
目
を
敢
え
て
立
て
た
と
い
う
事
実
は
、「
詞
を
か
へ
て
心
を
か
へ
た
る
」
方
法
論
に
こ
そ
、
価
値
創
出
の
可
能

性
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
為
家
の
強
い
確
信
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ニ　
『
詠
歌
一
体
』「
古
歌
を
と
る
事
」
に
見
る
方
法
論

　
　

―
歌
詞
の
属
性
の
拡
充
と
「
枠
」
の
再
利
用

―

　
『
詠
歌
一
体
』
の
「
古
歌
を
と
る
事
」
が
『
八
雲
御
抄
』
の
そ
れ
と
全
く
異
な
る
の
は
、
為
家
が
自
ら
の
世
代
に
直
結
す
る
「
新
古

今
時
代
」
の
詠
歌
を
、「
古
歌
と
り
た
る
歌
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
歌
の
詞
を
詠
歌
に
用
い
る
と
い
う

方
法
が
普
遍
化
さ
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
当
然
の
帰
結
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
新
古
今
時
代
」
の
古
歌
の
取
り
方
を
詠
歌
の
方
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法
論
と
し
て
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
降
の
和
歌
史
に
お
け
る
「
古
歌
を
と
る
」
方
法
論
の
立
脚
点
と
な
っ
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
為
家
に
お
い
て
「
古
歌
を
と
る
」
と
は
、
古
歌
に
用
い
ら
れ
る
詞
を
再
利
用
し
な
が
ら
、
そ
の
表
出
す
る

「
心
」
を
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
古
歌
の
心
を
変
え
な
が
ら
詞
を
再
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事

態
が
起
こ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
方
法
論
上
の
特
質
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
残
る
四
例
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

思
ひ 

あ
れ
ば
袖
に
ほ
た
る
を 
つ
つ
み
て
も
い
は
ば
や
も
の
を
と
ふ
人
は
な
し

（『
新
古
今
集
』
恋
歌
一
・
一
〇
三
二
・
寂
蓮
「
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
、
夏
恋
を
」［
一
〇
三
一
の
続
き
］）

［
古
歌
］

つ
つ
め 

ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
む
し
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る 

思
ひ 

な
り
け
り

（『
後
撰
集
』
夏
・
二
〇
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
桂
の
み
こ
の
ほ
た
る
を
と
ら
へ
て
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
わ
ら
は
の
か
ざ
み
の

そ
で
に
つ
つ
み
て
」、『
大
和
物
語
』
四
〇
段
）

こ
の
寂
蓮
詠
に
つ
い
て
、
為
家
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

此
の
歌
は
か
な
ら
ず
し
も
と
る
と
な
け
れ
ど
、
か
の
か
ざ
み
の
袖
に
す
か
さ
れ
た
る
事
を
思
ひ
て
よ
め
る
な
り
。

　
『
後
撰
集
』
の
「
古
歌
」
は
、「
夏
む
し
」
す
な
わ
ち
蛍
の
光
が
、
童
女
の
着
る
単
衣
を
透
か
し
て
い
る
の
を
、
蛍
の
「
思
い
」
＝
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「
火
」
の
強
さ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
後
撰
集
』
で
は
「
夏
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
蛍
の
光
を
恋
の
思
い

の
あ
ら
わ
れ
と
す
る
の
は
、
恋
歌
の
常
套
的
な
発
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
寂
蓮
詠
は
、
古
歌
の
「
心
」
を
ま
っ
た
く
別
の
も
の
へ
と

改
変
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
為
家
が
「
必
ず
し
も
「
古
歌
を
と
る
」
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
概
念
規
定
の
整
然
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

但
し
こ
の
古
歌
は
、『
後
撰
集
』
収
録
時
の
詞
書
の
み
を
見
る
と
、「
桂
の
み
こ
」（
孚
子
内
親
王
）
に
「
蛍
を
捕
ま
え
て
」
と
頼
ま

れ
た
の
を
受
け
て
、
童
女
の
汗
衫
（
か
ざ
み
）
に
包
ん
で
渡
し
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
詠
歌
主
体
に
関
し
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
説
が
あ
る
が

）
（（
（

、
そ
れ
を
内
親
王
の
命
を
受
け
た
「
わ
ら
は
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
古
歌
を
『
後
撰
集
』
の
部
立
が
示

す
よ
う
に
、
か
ざ
み
を
透
か
す
蛍
の
光
の
意
外
な
力
強
さ
を
即
興
的
機
知
に
よ
っ
て
詠
ん
だ
、
夏
の
景
物
詠
と
見
る
こ
と
は
充
分
に
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
、
解
釈
次
第
で
古
歌
の
「
心
」
を
変
え
た
か
そ
う
で
な
い
か
の
判
断
が
別
れ
る
た
め
、
例
と
し
て
は
や
や

不
適
格
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
為
家
が
「
古
歌
と
り
た
る
歌
」
の
例
と
し
て
こ
の
詠
歌
を
挙
げ
た
の
は
、「
古
歌

を
と
る
」
方
法
論
に
お
い
て
は
、
古
歌
の
心
と
は
明
確
に
異
な
る
文
脈
に
そ
の
詞
を
適
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
こ
と

を
、
補
説
に
よ
っ
て
示
さ
ん
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
意
味
で
、
恋
の
歌
を
春
の
歌
に
詠
み
変
え
て
い
る
以
下
の
三
首
は
、
為
家
に
お
け
る
「
古
歌
と
り
た
る
歌
」
す
な
わ
ち
「
詞
を

と
り
て
心
を
か
へ
た
る
」
歌
の
代
表
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

名
も
し
る
し
峰
の
嵐
も
雪
と
ふ
る 

山
桜
戸 

の 

あ
け 

ぼ
の
の
空

（『
新
勅
撰
集
』
春
歌
下
・
九
四
・
定
家
「
建
暦
二
年
春
、
内
裏
に
詩
歌
を
あ
は
せ
ら
れ
侍
り
け
る
に
、
山
居
春
曙
と
い
へ
る
こ
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こ
ろ
を
よ
み
侍
り
け
る
」）

［
古
歌
］

あ
し
び
き
の 

山
桜
戸 

を 

あ
け 

を
き
て
わ
が
ま
つ
君
を
た
れ
か
と
ど
む
る

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
一
・
二
六
二
四
、
作
者
表
記
無
）

ち
る
花
の 

忘
れ
が
た
み 
の
峰
の
雲 

そ
を
だ
に 

残
せ
春
の
山
風

（『
新
古
今
集
』
春
歌
下
・
一
四
四
・
九
条
良
平
「
千
五
百
番
歌
合
に
」
＊
題
「
春
」）

［
古
歌
］

あ
か
で
こ
そ
思
は
ん
中
は
は
な
れ
な
め 
そ
を
だ
に 

の
ち
の 

忘
れ
が
た
み 

に

（『
古
今
集
』
恋
歌
四
・
七
一
七
・
読
人
し
ら
ず
「
題
し
ら
ず
」）

桜
花
夢
か
う
つ
つ
か 

白
雲
の
た
え
て 

つ
ね
な
き
峰
の
春
風

（『
新
古
今
集
』
春
歌
下
・
一
三
九
・
藤
原
家
隆
「
五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
」
＊
題
「
春
」）

［
古
歌
］

風
吹
け
ば
峰
に
わ
か
る
る 

白
雲
の
た
え
て 

つ
れ
な
き
君
が
心
か

（『
古
今
集
』
恋
歌
二
・
六
〇
一
・
壬
生
忠
岑
「
題
し
ら
ず
」）
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こ
れ
ら
の
「
古
歌
を
と
る
」
歌
の
ど
の
よ
う
な
要
素
に
、
為
家
は
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
為

家
が
『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
頻
用
す
る
「
め
づ
ら
し
」
と
い
う
語
は
示
唆
に
富
む
。「
め
づ
ら
し
」
は
、「
愛
づ
ら
し
」
が
原
義
と
さ

れ
る
よ
う
に
、
対
象
が
賞
賛
に
値
す
る
こ
と
自
体
を
示
す
語
で
あ
り
）
（（
（

、
賞
賛
の
根
拠
と
し
て
、
対
象
が
何
ら
か
の
新
し
さ
、
意
外
性
を

帯
び
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
家
隆
詠
に
つ
い
て
、
為
家
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
歌
の
、
句
の
す
へ
所
か
は
ら
ぬ
は
、
恋
の
歌
を
春
の
歌
に
と
り
な
し
て
め
づ
ら
し
き
ゆ
へ
に
、
く
る
し
か
ら
ぬ
也
。

古
歌
か
ら
詞
を
取
っ
て
き
て
詠
歌
に
用
い
る
際
に
、
そ
の
詞
の
「
す
へ
所
」、
す
な
わ
ち
五
句
中
の
配
置
を
古
歌
と
変
え
な
い
こ
と
は
、

特
に
定
家
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
（（
（

。
し
か
し
為
家
は
、
も
と
も
と
恋
の
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
詞
を
用
い
な
が
ら
春
の
歌
に

取
り
な
し
て
い
る
の
が
「
め
づ
ら
し
」
い
こ
と
の
方
を
重
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
歌
の
詞
を
自
ら
の
詠
歌
に
取
り
込
み
な
が
ら
、

一
首
の
表
出
す
る
「
心
」
を
古
歌
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
こ
と
自
体
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
「
古
歌
を
と
る
事
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
主
張
も
見
え
る
。

題
も
お
な
じ
題
の
、
心
も
お
な
じ
心
、
句
の
す
へ
ど
こ
ろ
も
か
は
ら
で
、
い
さ
さ
か
詞
を
そ
へ
た
る
は
、
す
こ
し
も
め
づ
ら
し
か

ら
ね
ば
、
ふ
る
も
の
に
て
こ
そ
あ
れ
、
何
の
見
所
か
あ
る
べ
き
。

歌
は
心
を
め
ぐ
ら
し
て
案
じ
出
し
て
、
わ
が
物
と
し
つ
べ
し
と
申
せ
ど
、
さ
の
み
あ
た
ら
し
か
ら
む
事
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
お

な
じ
ふ
る
事
な
れ
ど
、
言
葉
の
つ
づ
き
な
し
様
な
ど
の
珍
し
く
き
き
な
さ
る
る
体
を
は
か
ら
ふ
べ
し
。
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こ
れ
ら
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
為
家
は
詠
歌
に
お
い
て
、
表
出
内
容
の
独
創
性
を
理
想
と
し
て
し
て
は
い
る
も
の
の
、
常
に
そ

れ
を
達
成
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
認
め
て
い
る
）
（（
（

。
そ
し
て
「
古
歌
」
に
お
い
て
既
に
詠
ま
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
あ
ら
わ
す
詞
の
配
列
の
生
み
出
す
聴
覚
的
印
象
の
斬
新
さ
を
志
向
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
為
家
が
「
詞
」
の
配

列
の
新
し
さ
を
も
っ
て
「
心
」
の
新
し
さ
を
代
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
為
家
に
お
い
て
、
こ
の
要
素
は

「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
張
の
延
長
線
上
に
三
首

の
例
を
置
い
て
、
為
家
の
い
う
「
め
づ
ら
し
」
さ
の
内
実
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　

定
家
詠
に
お
い
て
、「
山
桜
戸
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
と
の
縁
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
着
目
し
た
い

）
（（
（
。
古
歌
に
お
い
て
は
「
開

け
」
て
待
ち
人
を
迎
え
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
「
山
桜
戸
」
は
、
そ
の
「
心
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
け
ぼ

の
」
に
「
開
け
」
る
も
の
と
い
う
属
性
を
付
加
さ
れ
る
。
逆
に
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
詞
は
、「（
山
桜
）
戸
」
を
「
開
け
る
」
刻
限

と
い
う
属
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
定
家
は
散
る
花
を
吹
雪
と
見
立
て
る
伝
統
的
な
発
想
を
そ
こ
に
添
加
し
、
古
歌
に
お
い

て
は
山
桜
の
木
で
造
っ
た
板
戸
を
指
示
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
「
山
桜
戸
」
の
中
か
ら
、
文
字
ど
お
り
「
山
桜
」
を
導
き
出
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
古
歌
」
の
詞
を
そ
の
詠
出
す
る
「
心
」
と
は
別
の
文
脈
に
移
し
替
え
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
詞
に

新
し
い
属
性
や
指
示
内
容
が
加
わ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
。
こ
れ
が
為
家
の
考
え
る
、「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
」
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ず
る
「
め
づ
ら
し
」
さ
の
一
つ
の
様
相
で
あ
る
。

　

次
の
良
平
詠
に
お
い
て
再
利
用
さ
れ
て
い
る
古
歌
の
詞
は
、「
そ
を
だ
に
」「
忘
れ
形
見
」
と
い
う
二
語
で
あ
る
。
こ
の
二
語
は
、
定

家
詠
同
様
、
古
歌
の
「
心
」
で
あ
る
「
別
れ
が
必
然
な
ら
ば
、
互
い
に
飽
き
て
し
ま
わ
ず
想
い
合
っ
て
い
る
内
に
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ

形
見
に
し
て
別
れ
て
し
ま
い
た
い
」
と
い
う
、
悲
愴
な
恋
愛
感
情
を
表
出
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
二
首
の
「
心
」
を
並
置
し
て
み
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る
と
、
古
歌
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
も
、「
忘
れ
形
見
」
と
「
そ
を
だ
に
」
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
記
述
さ
れ
る
内
容
は
変
わ
っ
て

い
な
い
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
こ
の
二
語
が
あ
れ
ば
自
律
的
に
、
何
か
が
何
か
の
「
忘
れ

形
見
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
せ
め
て
そ
れ
だ
け
で
も
～
し
た
い
」
と
願
う
と
い
う
、
詞
の
指
示
機
能
が
発
動
す
る
こ
と
に
な

る
。
い
わ
ば
こ
れ
は
〈
指
示
機
能
の
枠
〉
と
で
も
名
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
良
平
は
こ
の
〈
枠
〉
に
、
春
歌
の
一
般
的
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
散
る
花
を
惜
し
む
心
、
ま
た
同
じ
く
一
般
的
な
花
と
峰
の
白
雲
と
の
親
縁
性
を
当
て
は
め
て
、
一
首
を
構
成
し

て
い
る
。
そ
れ
ま
で
恋
歌
に
お
い
て
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
二
語
が
形
成
す
る
詞
の
〈
枠
〉
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

散
り
ゆ
く
花
を
惜
し
み
、
そ
れ
を
白
雲
に
ま
が
え
る
と
い
う
常
套
的
な
春
の
「
心
」
が
意
外
性
を
帯
び
る
。

　

続
く
家
隆
詠
に
お
い
て
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
春
の
心
の
着
想
を
あ
ら
わ
す
上
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、「
夢
か
う
つ
つ
か
」
と
い

う
詞
で
あ
る
。
こ
の
詞
は
、
以
下
の
古
歌
か
ら
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

世
の
中
は
夢
か
う
つ
つ
か
う
つ
つ
と
も
夢
と
も
知
ら
ず
あ
り
て
な
け
れ
ば

（『
古
今
集
』
雑
歌
下
・
九
四
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
題
し
ら
ず
」）

こ
の
古
歌
に
お
い
て
既
に
、「
夢
か
う
つ
つ
か
」「
知
ら
ず
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
、
何
も
の
か
が
「
夢
だ
っ
た
の
か
現
実
だ
っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
〈
枠
〉
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
咲
き
誇
っ
て
い
た
か
と
思
え
ば
す
ぐ
に
散
っ
て
し
ま
う
夢
幻
の
よ
う
な
桜

花
を
詠
む
と
い
う
着
想
を
言
語
変
換
す
る
際
、
家
隆
は
こ
の
〈
枠
〉
の
助
け
を
借
り
て
、「
桜
花
」
と
い
う
詞
を
そ
こ
に
当
て
は
め
て

い
る
。
そ
う
し
た
上
で
、「
知
ら
ず
」
に
桜
の
見
立
て
で
あ
る
「
白
雲
」
を
接
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
定
家
詠
が
、「
山
桜
戸
」
を
「
開

け
」
る
と
い
う
古
歌
の
詞
か
ら
、「
あ
け
ぼ
の
」
へ
と
接
続
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
「
白
雲
」
と
い
う
詞
が
同
じ
古
歌
か
ら
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「
た
え
て
つ
れ
な
き
」
と
い
う
詞
を
手
繰
り
寄
せ
た
後
、「
つ
れ
な
き
」
を
「
つ
ね
な
き
」
と
微
妙
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結

句
の
「
峰
の
春
風
」
を
導
い
て
い
る
）
（（
（

。
古
歌
に
お
い
て
、
想
い
人
の
自
分
に
対
す
る
態
度
の
そ
っ
け
な
さ
の
隠
喩
で
あ
っ
た
、
峰
に
別

れ
る
よ
う
に
流
れ
ゆ
く
白
雲
は
、
家
隆
詠
で
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
桜
の
隠
喩
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
歌
の
心
と
は
関
係
な

く
、
詞
自
体
の
も
つ
指
示
機
能
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
形
成
さ
れ
る
「
枠
」
を
合
成
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
花

と
白
雲
、
春
風
と
い
う
常
套
的
な
春
の
題
材
は
、
新
た
な
、
す
な
わ
ち
「
め
づ
ら
し
」
い
様
相
の
も
と
で
眺
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
為
家
が
設
定
す
る
「
古
歌
を
と
る
」
方
法
に
お
い
て
、
古
歌
の
詞
が
そ
の
「
心
」
と
は
異
な
る
表
出
内
容
を
詠
む

た
め
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詞
は
新
た
な
属
性
を
付
加
さ
れ
、
ま
た
詞
の
組
み
合
わ
せ
そ
れ
自
体
の
形
成
す
る
〈
枠
〉
が
再

利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
幾
度
と
な
く
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
「
心
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
趣
向
や
そ
れ
を
あ
ら

わ
す
詞
の
配
列
・
聴
覚
的
印
象
が
斬
新
さ
を
獲
得
し
て
い
た
。
為
家
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
に
「
め
づ
ら
し
」
と
い
う
範
疇
を
与
え
な
が

ら
、
そ
こ
に
価
値
創
出
の
可
能
性
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
、「
常
に
古
歌
を
と
ら
む
と
た
し
な
む
は
わ

ろ
き
な
り
」
と
、
古
歌
の
詞
に
依
存
し
き
る
こ
と
を
戒
め
て
は
い
る
も
の
の
、
新
古
今
時
代
の
実
践
を
見
れ
ば
、
新
し
い
詠
歌
の
誕
生

に
い
か
に
古
歌
の
詞
が
寄
与
し
て
い
た
か
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
為
家
自
身
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
、
新
古
今
時
代
の
古
歌
摂
取

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
さ
ら
に
推
し
進
め
た
よ
う
な
古
歌
の
取
り
方
を
試
み
て
い
る
。
次
節
で
は
、
為
家
の
詠
歌
を
分
析
し
な
が

ら
、
新
古
今
時
代
以
降
の
中
世
和
歌
世
界
に
お
い
て
「
古
歌
を
と
る
」
と
い
う
方
法
論
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
の
か
を
跡
づ
け

て
み
た
い
。
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三　

為
家
の
表
現
意
識

―
古
歌
の
分
解
と
詞
の
再
構
成

―

　
『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
「
古
歌
を
と
る
事
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
新
古
今
時
代
の
詠
歌
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
為
家
は
「
詞
を
と

り
て
心
を
か
へ
た
る
」
歌
に
よ
っ
て
達
成
可
能
な
価
値
を
抽
出
し
て
見
せ
た
。
で
は
為
家
自
身
、
実
践
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
古
歌
の

取
り
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
為
家
の
自
讃
歌
と
見
ら
れ
る
詠
歌
を
一
首
挙
げ
て
、
そ
の
実
態
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
　

洞
院
摂
政
家
百
首
歌
に
、
花

明
け
わ
た
る
外
山
の
さ
く
ら
夜
の
ほ
ど
に
花
さ
き
ぬ
ら
し
か
か
る
白
雲

（『
続
後
撰
集
』
春
歌
中
・
六
八
）

『
続
後
撰
和
歌
集
』
は
、
第
十
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
り
、
後
嵯
峨
院
の
院
宣
を
受
け
て
、
為
家
が
一
人
撰
者
と
な
っ
て
撰
集
し
、

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詠
歌
は
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）「
洞
院
摂
政
家
百
首
」
に
お
い
て
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
、『
続
後
撰
集
』
に
撰
者
の
詠
歌
と
し
て
初
登
場
さ
せ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
為
家
の
自
信
作
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
題
「
花
」
を
受
け
て
、「
明
け
て
い
く
外
山
の
桜
は
、
夜
の
う
ち
に
花
開
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
白
雲
が
か
か
っ
て

い
る
よ
う
だ
」
と
、
一
夜
の
内
に
開
花
し
た
里
山
の
初
花
を
遠
望
し
た
感
動
を
詠
み
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
奇
を
衒
わ
ぬ
な

だ
ら
か
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
詞
の
出
自
を
追
う
と
、
そ
の
輻
輳
し
た
表
現
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
「
明
け
わ
た
る
外
山
の
さ
く
ら
」
は
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
の
「
正
治
初
度
百
首
」
と
呼
ば
れ
る
百
首
歌
に
以
下
の
先
例
が
あ

る
。
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明
け
わ
た
る
外
山
の
桜 

見
わ
た
せ
ば 

雲 

と
も
わ
か
ず
霞
と
も
な
し

（「
正
治
初
度
百
首
」
二
一
一
四
・「
春
」・
宜
秋
門
院
丹
後
）

「
正
治
初
度
百
首
」
は
『
続
後
撰
集
』
の
撰
歌
素
材
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
為
家
が
こ
の
丹
後
の
詠
歌
を
知
ら
ず
、
偶
然
に
も
同
じ
か

た
ち
の
初
句
お
よ
び
第
二
句
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
為
家
は
意
識
的
に
、
丹
後
詠
と
同
じ
詞
を
同
じ
配
置
で

用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
為
家
の
詠
歌
は
、「
夜
が
明
け
て
い
く
外
山
の
桜
を
見
渡
す
と
、
雲
と
も
霞
と
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
と
詠

む
丹
後
の
詠
歌
と
、「
心
」
の
次
元
で
も
親
縁
性
を
保
っ
て
い
る
。『
詠
歌
一
体
』
に
お
い
て
、
古
歌
の
「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
」
る

こ
と
に
価
値
創
出
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
為
家
は
、
な
ぜ
こ
の
丹
後
詠
か
ら
詞
を
摂
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し

て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
前
節
に
お
い
て
考
察
し
た
「
お
な
じ
ふ
る
事
な
れ
ど
、
言
葉
の
つ
づ
き
な
し
様
な
ど
の
珍
し
く
き
き
な
さ

る
る
体
を
は
か
ら
ふ
べ
し
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、「
歌
の
す
が
た
の
事
」
と
い
う
項
目
に
は
、
以
下
の
よ

う
な
主
張
も
見
え
る
。

お
な
じ
風
情
な
れ
ど
わ
ろ
く
つ
づ
け
つ
れ
ば
、
あ
は
れ
、
よ
か
ら
ぬ
べ
き
材
木
を
、
あ
た
ら
事
か
な
と
難
ぜ
ら
る
る
也
。（
中
略
）

上
手
と
い
ふ
は
お
な
じ
事
を
き
き
よ
く
つ
づ
け
な
す
也
。

桜
と
白
雲
と
が
互
い
の
隠
喩
と
な
る
こ
と
は
、
和
歌
世
界
に
お
い
て
は
常
識
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
夜
明
け
の
里
山
の
桜
を
雲
霞
に

見
紛
え
る
こ
と
を
詠
む
丹
後
詠
は
、
特
に
独
創
的
な
「
心
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
為
家
詠
と
て
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
二
首
は
、「
お
な
じ
ふ
る
事
」「
お
な
じ
風
情
」「
お
な
じ
事
」
を
詠
ん
で
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
こ
の
詠
歌
を
『
続
後
撰
集
』
に
自
ら
入
集
さ
せ
た
為
家
の
中
に
は
、
自
ら
の
詠
歌
が
丹
後
詠
と
似
た
よ
う
な
「
心
」
を
詠
ん
で
い

て
も
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
詞
の
聴
覚
的
印
象
の
点
で
よ
り
よ
く
配
列
で
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
詞
の
配
列
の
「
め
づ
ら
し
」
さ
を
達

成
し
え
て
い
る
と
い
う
点
で
勝
っ
て
い
る
と
い
う
優
越
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
詠
歌
一
体
』「
歌
の
す
が
た
の
事
」
に
は
、「
す
こ
し
の
事
ゆ
へ
歌
の
す
が
た
の
は
る
か
に
か
は
り
て
き
こ
ゆ
る
も
あ
り
」
と
述
べ

た
後
に
、
以
下
の
二
首
の
価
値
を
比
較
す
る
箇
所
が
あ
る
。

日
も
く
れ
ぬ
人
も
帰
り
ぬ
や
ま
ざ
と
は
み
ね
の
あ
ら
し
の
を
と
ば
か
り
し
て

（『
後
拾
遺
集
』
雑
五
・
一
一
四
五
・
源
頼
実
「
山
庄
に
ま
か
り
て
日
く
れ
に
け
れ
ば
」）

日
く
る
れ
ば
あ
ふ
人
も
な
し
ま
さ
木
ち
る
み
ね
の
あ
ら
し
の
を
と
ば
か
り
し
て

（『
新
古
今
集
』
冬
歌
・
五
五
七
・
俊
頼
「
深
山
落
葉
と
い
へ
る
心
を
」）

こ
の
二
首
は
、
初
句
は
ほ
ぼ
同
じ
、
四
句
・
結
句
は
ま
っ
た
く
同
じ
詞
遣
い
を
も
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
為
家
は
後
者
の
俊
頼

詠
に
つ
い
て
「
上
手
の
し
わ
ざ
に
て
、
い
ま
す
こ
し
ゆ
う
ゆ
う
と
き
こ
ゆ
」
と
評
価
し
、
頼
実
詠
に
も
「
よ
き
歌
と
て
こ
そ
後
拾
遺
に

は
入
り
た
る
ら
め
ど
」
と
一
応
の
価
値
は
認
め
な
が
ら
、「
な
を
ま
さ
木
の
か
づ
ら
は
心
ひ
く
す
ぢ
に
て
侍
る
に
や
」
と
述
べ
、
俊
頼

詠
の
第
三
句
「
ま
さ
木
ち
る
」
を
、
趣
向
と
し
て
よ
り
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
二
首
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
詞
遣
い

で
「
日
が
暮
れ
て
あ
た
り
に
は
誰
も
お
ら
ず
、
た
だ
峰
に
吹
き
す
さ
ぶ
嵐
の
音
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
寂
寥
感
を
詠
ん

で
い
る
点
は
ま
っ
た
く
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「（
吹
き
す
さ
ぶ
嵐
に
）
柾
木
葛
が
散
っ
て
い
る
」
と
い
う
趣
向
を
一
筋
添
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
首
全
体
の
印
象
が
は
る
か
に
よ
く
な
り
、
響
き
と
し
て
も
調
和
し
て
の
び
の
び
と
聴
こ
え
る
と
い
う
見
解
で
あ
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る
。
こ
の
価
値
判
断
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
為
家
の
表
現
意
識
の
中
に
は
、
古
歌
を
分
解
し
た
詞
を
聴
覚
的
に
「
き
き
よ
く
」

配
列
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
心
」
の
印
象
を
操
作
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
）
（（
（

。

　

さ
ら
に
為
家
詠
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
明
け
わ
た
る
外
山
の
さ
く
ら
」
と
い
う
詞
を
再
利
用
す
る
際
に
為
家
が
も
っ
て
い
た
価

値
判
断
の
根
拠
が
、「
夜
の
ほ
ど
に
」「
花
さ
き
ぬ
ら
し
」「
か
か
る
白
雲
」
と
い
う
詞
の
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
詞
に
、「
心
」
の
次
元
で
の
親
縁
性
を
保
つ
独
立
し
た
先
例
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
ぞ
れ
、

よ
の
ほ
ど
に
さ
き 

や
し
ぬ
ら
ん
と
こ
な
つ
の
は
な
の
さ
か
り
は
い
こ
そ
ね
ら
れ
ね

（『
道
済
集
』
二
一
四
「
夜
思
瞿
麦
」）

三
よ
し
野
の 

花
さ
き
ぬ
ら
し 

こ
ぞ
も
さ
ぞ
み
ね
に
は
か
け
し
や
へ
の 

し
ら
雲

（「
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
」
二
八
・
十
四
番
右
勝
「
花
」・
俊
恵
→
『
林
葉
集
』
春
歌
・
一
〇
八
）

お
し
な
べ
て 

花 

の
さ
か
り
に
成
り
に
け
り 

山 

の
は
ご
と
に 
か
か
る
し
ら
雲

（
西
行
『
御
裳
裾
河
歌
合
』
五
・
三
番
右
勝
→
『
千
載
集
』
春
歌
上
・
六
九
「
花
歌
と
て
よ
め
る
」）

の
三
首
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
為
家
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
歌
の
詞
が
「
わ
ろ
く
つ
づ
け
」
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
古
歌
と
比
較
し
て
も
、
自
ら
の
詠
歌
の
詞
の
配
列
、
ひ
い
て
は
一
首
の
「
心
」
の
印
象
が
決
し
て
劣
っ
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て
は
い
な
い
と
自
負
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、『
続
後
撰
集
』
に
自
撰
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
詞
を
ふ
ま
え
る
と
、
確
か
に
為
家
詠
は
、「
夜
の
ほ
ど
に
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
時
間
経
過
の
中
で
白
雲
の
よ
う
に
た
ち

あ
ら
わ
れ
る
桜
を
、
し
か
も
そ
れ
が
開
花
の
直
後
で
あ
る
こ
と
を
「
花
さ
き
ぬ
ら
し
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
か

か
る
白
雲
」
と
い
う
詞
で
、
夜
の
内
に
一
斉
に
開
花
し
た
桜
が
眼
前
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
景
観
を
表
現
し
て
い
る
。
以
上
の
点
で
、
ど

の
先
行
詠
に
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
動
的
な
情
景
と
、
そ
れ
に
伴
う
感
動
を
詠
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
つ
ま
り
為
家
は
、
古
歌
の
詞

を
再
利
用
す
る
上
で
、
複
数
の
古
歌
か
ら
詞
を
取
っ
て
く
る
）
（（
（

こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
特
定
の
古
歌
の
「
心
」
が
表
出
さ
れ
な
い
よ

う
、
周
到
に
配
慮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
定
の
古
歌
の
「
心
」
が
表
出
さ
れ
な
い
以
上
、
古
歌
の
「
心
」
を
変
え
た
か
変
え
て

い
な
い
か
と
い
う
問
題
は
無
効
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
で
古
歌
の
詞
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、「
詞
を
と
り
て
心
を
か

へ
」
る
方
法
論
を
展
開
し
た
先
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
節
で
は
わ
ず
か
一
首
の
分
析
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
為
家
の
自
讃
歌
を
俯
瞰
す
る
に
、
複
数
の
古
歌
か
ら
詞

を
摂
取
し
て
そ
れ
ら
を
再
構
成
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
常
套
的
な
「
心
」
を
詠
出
す
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
新
古
今
時
代
を
経
た
和
歌
世
界
に
お
い
て
、「
さ
の
み
あ
た
ら
し
か
ら
む
事
は
あ
る
ま
じ
」
と
い
う
あ
る
種
の
諦
観
と
も

言
う
べ
き
認
識
が
、
決
し
て
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
為
家
の
表
現
意
識

が
、
こ
の
状
況
に
埋
没
す
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
古
来
詠
ま
れ
て
き
た
「
心
」
に
敢
え
て
と
ど
ま

り
、
そ
こ
に
詞
の
配
列
の
聴
覚
的
次
元
に
お
け
る
「
め
づ
ら
し
」
さ
を
与
え
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
が
為
家
の
見
出
し
た
表
現
意
識
で
あ

る
。
こ
の
表
現
意
識
は
新
古
今
時
代
と
い
う
先
鋭
的
実
践
の
時
代
の
直
後
に
、
歌
道
の
家
の
正
嫡
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
藤
原
為
家
と
い
う
歌
人
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
、
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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結

　

和
歌
史
に
お
い
て
、
ま
た
現
代
の
国
文
学
研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
、
定
家
を
筆
頭
と
す
る
新
古
今
時
代
以
降
、
中
世
和
歌
は
、

そ
の
芸
術
的
完
成
度
と
し
て
没
落
の
一
途
を
た
ど
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
現
代
の
国
文
学
に
お
け
る
状
況
と
し
て
、
た
と
え
ば
岩
佐
美

代
子
氏
は
、
肯
定
的
な
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
現
代
、
俊
成
や
定
家
の
代
表
歌
を
挙
げ
ろ
と
言
わ
れ
れ
ば
い
く
ら
で
も
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
為
家
の
代
表
歌
を
す
ぐ
に
何
首
も
挙
げ
ら
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い

る
）
（（
（
。
為
家
に
お
い
て
さ
え
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
他
は
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
為
家
以
降
、
詠
歌
の
た
め
の
共
有
素
材
で
あ
る
歌
詞
の
集
合
体
の
構
成
単
位
が
断
片
化
さ
れ
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
為
家
が
価
値
づ
け
た
「
古
歌
を
と
る
」
方
法
論
に
お
い
て
、
歌
詞
の
集
合
体
は
、
検
索
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
中
を
漂
う
詞
同
士
の
結
び
つ
き
が
強
ま
り
、
そ
の
結
び
つ
き
が
ま
た
新
た
な
詞
を
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て

い
た
。
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
為
家
の
方
法
論
に
お
い
て
は
、
歌
詞
は
聴
覚
的
印
象
の
到
達
点
を
求
め
て
、
自
律
的
に
新
た
な
配
列
を
繰

り
返
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
で
、
断
片
化
さ
れ
た
歌
詞
の
集
合
体
は
、
自
己
組
織
化
す
る
シ
ス
テ
ム
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
は
現
代
的
な
意
味
で
の
「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
意
識
は
、
少
な
く
と
も
鑑
賞
者
と
し
て
外
か
ら
眺
め
る
か
ぎ
り
希

薄
で
あ
る
。
個
々
の
歌
人
の
詠
歌
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
集
合
体
の
中
に
あ
る
詞
に
新
た
な
属
性
を
付
加
し
、
そ
の
配
列
を
上
書
き
し

て
い
く
こ
と
に
等
し
い
。
詠
歌
行
為
の
本
質
が
、
個
々
の
歌
人
に
よ
る
表
現
か
ら
、
集
団
に
よ
る
表
現
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
表
現
の
創
造
性
が
後
退
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　

自
己
組
織
化
し
て
い
く
歌
詞
の
集
合
体
の
中
で
は
、
詞
同
士
は
過
去
の
膨
大
な
利
用
例
を
も
と
と
し
て
、
緊
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
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形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
を
検
索
す
る
歌
人
は
、
あ
る
「
心
」
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
際
に
用
い
る
詞
が
、
思
い
も
よ
ら
な
い
よ
う
な
詞

へ
の
接
続
回
路
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
だ
ろ
う
。
歌
人
は
詠
歌
に
お
い
て
、
新
た
な
詞
を
創
り
出
す
の
で
は
な
く
、
共
有
物
で

あ
る
歌
詞
集
合
体
の
中
に
あ
る
、
古
き
詞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
新
た
な
配
列
を
発
見
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
表
出

さ
れ
る
「
心
」
の
範
囲
は
一
人
の
歌
人
の
発
想
の
限
界
を
は
る
か
に
超
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
為
家
が
実
践
し
て
み
せ
た

よ
う
に
、
そ
こ
に
新
た
な
「
響
き
」
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
自
ら
の
着
想
を
言
語
変
換
す
る
た
め
の
検
索
対
象
で
あ
る
歌
詞

の
集
合
体
の
構
築
、
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
、
そ
れ
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
共
通
認
識
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
「
心
」
は
逆
説
的
に
、
不

断
に
拡
張
さ
れ
る
可
能
性
を
獲
得
し
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
新
古
今
時
代
以
降
の
中
世
和
歌
世
界
の
突
端
に
立
っ
た
藤
原
為
家
と
い
う

歌
人
が
、「
古
歌
」
を
再
利
用
す
る
と
い
う
方
法
に
託
し
た
道
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
） 『
藤
原
為
家
勅
撰
集
詠　

詠
歌
一
躰　

新
注
』（
青
簡
舎
、
二
〇
一
〇
）、
三
五
二
頁
。

（
２
） 

川
平
ひ
と
し
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
本
歌
取
」
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
用
語
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
、
定
家
の
歌
論
に
お
い
て
さ
え
、「
本
歌
」
を
「
と
る
」
と
い
う
言
い
方
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
川
平
氏
は
『
毎
月
抄
』
を

定
家
の
真
作
と
認
め
て
お
ら
ず
、
仮
に
真
作
と
仮
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
載
る
「
本
歌
取
り
侍
る
や
う
は
…
」
と
い
う
言
い
回
し
を

「
や
や
孤
立
し
た
例
」
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
本
歌
取
」
概
念
の
規
定
に
慎
重
な
姿
勢
を
も
っ
て
臨
む
べ
く
促
し
て
い
る
点
は
、

小
論
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
川
平
ひ
と
し
『
中
世
和
歌
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
）、
八
四
～
八
五
頁
、
お
よ
び
八
九
頁
。

（
３
） 

小
論
に
お
け
る
原
則
と
し
て
、『
詠
歌
一
体
』
本
文
に
関
し
て
は
、『
日
本
歌
学
大
系
』
第
三
巻
（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
）
所
収
の
『
八

雲
口
伝
（
詠
歌
一
體
）』
に
準
拠
し
、
岩
佐
美
代
子
、
註
（
１
）
前
掲
書
を
併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
宜
文
字
遣
い
な
ど
を
改

め
た
。
ま
た
『
詠
歌
一
体
』
に
載
る
和
歌
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
和
歌
に
関
し
て
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
運
営
「
日
本
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文
学
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
、
和
歌
・
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
所
収
）
を
参
照
し
、
文
字
遣
い
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
出
典
・
歌
番
号
・
詞
書
は

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
て
補
っ
た
。
な
お
、
囲
い
・
傍
線
な
ど
の
強
調
は
執
筆
者
に
よ
る
。

（
４
） 『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
（
風
間
書
房
、
一
九
七
四
）
所
収
、『
奥
義
抄
』
二
四
七
頁
。

（
５
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
八
七
「
歌
論
集
」
巻
末
付
録
「
歌
論
用
語
」
解
説
、
六
二
七
頁
。

（
６
） 
同
前
。

（
７
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
八
七
「
歌
論
集
」
所
収
、『
古
来
風
体
抄
』、
三
三
四
～
三
三
五
頁
。

（
８
） 

片
桐
洋
一
・
八
雲
御
抄
研
究
会
『
八
雲
御
抄　

伝
伏
見
院
本
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
）
解
題
、
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
。

（
９
） 『
八
雲
御
抄
』
本
文
は
、
片
桐
洋
一
・
八
雲
御
抄
研
究
会
著
の
前
掲
書
を
参
照
し
、
適
宜
句
読
点
を
施
し
た
。

（
10
） 「
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
と
い
へ
る
は
、
人
丸
が
む
す
ぶ
て
の
い
し
ま
を
せ
ば
み
お
く
や
ま
の
い
は
が
き
し
み
づ
あ
か
ず
も
あ
る
か
な

と
い
ふ
歌
を
と
れ
り
」（
前
掲
書
、
一
七
六
～
一
七
七
頁
）

（
11
） 

註
（
７
） 

前
掲
書
、
三
六
五
頁
。

（
12
） 『
拾
遺
集
』
雑
恋
・
一
二
二
八
。
詞
書
は
「
し
が
の
山
ご
え
に
て
、
女
の
山
の
井
に
て
あ
ら
ひ
む
す
び
て
の
む
を
見
て
」。
な
お
、
当
詠
歌
は

『
新
撰
和
歌
』
に
お
い
て
は
「
別
旅
」、『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て
は
「
や
ま
の
井
」
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
る
。

（
13
） 

順
徳
院
・
為
家
の
当
時
か
ら
時
代
は
下
が
る
が
、
こ
の
歌
は
『
新
千
載
集
』
に
お
い
て
は
夏
歌
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（『
新
千
載
集
』

夏
歌
・
三
〇
一
「
題
し
ら
ず
」）。

（
14
） 『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
、「
広
田
社
歌
合
」、
廿
三
番
左
に
対
す
る
判
詞
。

（
15
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
八
七
「
歌
論
集
」（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
）
所
収
、『
詠
歌
大
概
』、
四
七
三
頁
。

（
16
） 『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
後
撰
和
歌
集
』
で
は
、
蛍
を
か
ざ
み
の
内
に
捕
ま
え
る
「
わ
ら
は
」
に
関
し
て
、
か
ざ
み
は
童
女
が
衵
の
上
に

着
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
を
「
桂
の
皇
女
の
許
に
来
た
（「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
）
あ
る
男
性
が
、
女
の
童
の
か
ざ

み
を
借
り
て
そ
れ
に
包
ん
で
」
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
『
後
撰
集
』
二
荒
山
本
は
、「
か
つ
ら
の
み
こ
の
、
ほ
た
る
を

と
ら
へ
て
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
、
わ
ら
は
の
か
の
み
や
を
お
も
ひ
か
け
た
る
が
、
か
ざ
み
の
そ
で
に
つ
つ
み
て
」
と
い
う
詞
書
を
持
ち
、

男
の
童
が
内
親
王
に
贈
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
『
大
和
物
語
』
四
十
段
で
は
、
内
親
王
に
仕
え
て
い
た
女
の
童
が
、
内
親
王
の
も
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と
に
通
っ
て
来
た
式
部
卿
敦
慶
親
王
に
思
い
を
寄
せ
て
詠
ん
だ
歌
と
あ
る
。
以
上
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
後
撰
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
）、
六
五
頁
、
片
桐
洋
一
に
よ
る
註
を
参
照
。
い
ず
れ
も
、
女
童
が
自
ら
の
か
ざ
み
の
袖
に
蛍
を
捕
え
て
内
親
王
に
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
と
い
う
も
っ
と
も
単
純
な
解
釈
は
採
っ
て
い
な
い
。

（
17
） 『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
）、
一
六
一
四
頁
。

（
18
） 
鴨
長
明
（
一
一
五
五
？
～
一
二
一
六
）
の
著
し
た
『
無
名
抄
』（
一
二
一
一
頃
成
立
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
挿
話
が
見
え
る
。
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
九
月
の
院
当
座
歌
合
に
お
い
て
、「
暁
更
聞
鹿
」
と
い
う
題
で
長
明
自
身
が
詠
ん
だ
歌
、

　
　

今
来
む
と 
つ
ま
や
ち
ぎ
り
し 

長
月
の
有
明
の
月 

に
を
鹿
鳴
く
な
り

は
、
判
者
俊
成
に
よ
っ
て
勝
が
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
定
家
は
そ
の
場
で
、

　
　

か
の
素
性
が
歌
に
二
句
こ
そ
は
変
り
て
侍
れ
、
か
や
う
に
多
く
似
た
る
歌
は
そ
の
句
を
置
き
か
へ
て
、
上
の
句
を
下
に
な
し
な
ど
つ
く

り
改
め
る
こ
そ
よ
け
れ
。
こ
れ
は
た
だ
も
と
の
置
き
ど
こ
ろ
に
て
、
胸
の
句
と
結
び
句
と
ば
か
り
変
れ
る
は
難
と
す
べ
し
。

と
批
判
し
た
と
い
う
。
自
ら
の
歌
が
勝
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
批
判
を
浴
び
た
た
め
、
長
明
は
定
家
の
こ
の
発
言
を
克
明
に
記
憶
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
明
の
歌
は
、『
古
今
集
』
の
名
歌

今
こ
む
と 

い
ひ
し
ば
か
り
に 

長
月
の
あ
り
あ
け
の
月 

を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な

（『
古
今
集
』
恋
歌
四
・
六
九
一
・
素
性
法
師
「
題
し
ら
ず
」）

か
ら
、「
今
こ
む
と
」「
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
」
と
い
う
詞
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
詞
を
古
歌
か
ら
取
る
場
合
、
そ
れ
ら

の
配
置
を
変
え
て
、
古
歌
に
似
す
ぎ
な
い
よ
う
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
家
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
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『
近
代
秀
歌
』（
一
二
〇
九
成
立
）
に
も
、

　
　

た
と
へ
ば
、
五
七
五
の
七
五
の
字
を
さ
な
が
ら
置
き
、
七
々
の
字
を
同
じ
く
続
け
つ
れ
ば
、
新
し
き
歌
に
聞

　
　

き
な
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
ぞ
侍
る
。

と
、
古
歌
の
詞
の
配
置
を
変
え
ず
に
自
ら
の
詠
歌
に
用
い
る
と
、「
新
し
い
歌
に
聞
え
な
い
」
た
め
に
、
こ
れ
を
戒
め
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

（
19
） 

同
様
の
主
張
は
、『
八
雲
御
抄
』「
古
歌
を
と
る
事
」
に
も
見
ら
れ
る
。
順
徳
院
は
、「
す
べ
て
末
代
の
人
、
い
ま
は
歌
の
こ
と
ば
も
よ
み
つ

く
し
、
さ
の
み
あ
た
ら
し
く
よ
き
こ
と
は
あ
り
が
た
」
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
20
） 「
山
桜
戸
の
あ
け
ぼ
の
の
空
」
と
い
う
詞
の
配
列
は
、
藤
原
（
飛
鳥
井
）
雅
経
（
一
一
七
〇
～
一
二
二
一
）
の
詠
歌
に
以
下
の
先
例
が
あ
る
。

　
　

春
風
に
あ
り
か
を
と
へ
ば
足
引
の
山
ざ
く
ら
戸
の
あ
け
ぼ
の
の
空

（『
明
日
香
井
集
』
五
四
〇
・「
春
日
社
百
首
」「
春
」）

但
し
こ
れ
は
雅
経
が
個
人
的
に
寺
社
に
奉
納
し
た
百
首
歌
中
の
一
首
な
の
で
、
定
家
が
雅
経
詠
を
参
照
し
え
た
可
能
性
は
低
い
。
し
た
が
っ

て
「
山
桜
戸
の
あ
け
ぼ
の
の
空
」
は
、
建
暦
二
年
の
詩
歌
合
の
段
階
で
、
定
家
自
身
に
よ
っ
て
詠
み
出
だ
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

（
21
） 

家
隆
の
私
家
集
『
壬
二
集
』、
お
よ
び
自
撰
の
『
百
番
自
歌
合
』
に
お
い
て
、
第
四
句
は
本
歌
と
同
じ
「
た
え
て
つ
れ
な
き
」
の
ま
ま
で
あ

る
が
、
結
句
「
峰
の
春
風
」
に
接
続
す
る
上
で
は
「
つ
れ
な
き
」
で
も
特
に
問
題
は
な
い
。

（
22
） 『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、「
歌
を
よ
む
に
、
古
き
歌
に
よ
み
に
せ
つ
れ
ば
悪
き
を
、
い
ま
の
歌
よ
み
ま
し
つ
れ
ば
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
承
る
」
と
い

う
、
古
歌
を
再
利
用
す
る
方
法
論
の
萌
芽
が
見
え
る
。
為
家
の
方
法
論
は
、
古
歌
を
「
よ
み
ま
す
」
と
い
う
俊
頼
の
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も

の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
八
七
「
歌
論
集
」
所
収
、『
俊
頼
髄
脳
』、
八
一
頁
。

（
23
） 「
為
家
詠
成
立
の
核
心
」
を
、
岩
佐
美
代
子
氏
は
「
稽
古
の
結
晶
で
あ
る
「
證
歌
」
の
全
面
的
活
用
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
同
前
、
三

九
九
頁
）。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
証
歌
」
と
は
語
義
的
に
は
、
あ
る
表
現
が
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
先
例
と
な
る
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古
歌
の
こ
と
で
あ
る
が
「
古
歌
を
と
る
」
と
い
う
方
法
論
に
お
い
て
は
、
古
歌
の
「
詞
を
と
り
て
心
を
か
へ
」
る
う
え
で
、
そ
の
詞
が
摂
取

さ
れ
る
べ
き
素
材
と
し
て
の
歌
の
こ
と
を
指
す
と
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
表
現
過
程
に
お
い
て
、
複
数
の
古
歌
を
「
証
歌
」
と
し

て
そ
こ
か
ら
詞
を
摂
取
す
る
こ
と
が
原
理
的
に
可
能
な
の
は
、
前
節
で
考
察
し
た
家
隆
詠
を
見
て
も
わ
か
る
。

（
24
） 
同
前
、
三
五
七
頁
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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SUMMARY

Reconstructed Words and Expanded Kokoro: 
Fujiwara Tameie’s Way of Reusing Old Poems

Kosuke Tsuchida

In the medieval period, the technique of reusing old poems in 
waka poetry was a very common one. This technique is now called 
‘honka-doriʼ not only in the field of Japanese literature research but 
also in references to Japanese culture. While the practice of reusing old 
works is prevalent in all aspects of Japanese culture, the term ‘honka-doriʼ 
was not coined during the medieval waka period. Therefore, we should 
be careful about using the term ‘honka-doriʼ when referring to medieval 
waka poetry.

This study clarifies the actual significance of the technique 
of reusing old waka poems in the thirteenth century on the basis of 
Fujiwara Tameieʼs (1198—1275) research. He was a central figure in the 
development of the technique, although he did not adopt the term ‘honka-
doriʼ himself. Instead, Tameie always used the expression ‘koka wo toruʼ 
(‘reusing old poemsʼ). Certain differences are perceived to exist between 
the expressions ‘koka wo toruʼ and ‘honka wo toruʼ.

This study shows that the ‘koka wo toruʼ technique focused on 
reconstructing words in old waka poems and expanding old ‘kokoroʼ 
(‘poetically expressed contentsʼ) therein. In his theory book, ‘Eiga Itteiʼ, 
Tameie stated that an important element in ‘koka wo toruʼ way is reusing 
words from an old poem and arranging them so that they never express 
the original kokoro. All the examples in Eiga Ittei which represent the 
ideal ‘koka wo toruʼ technique are successful in achieving this.

Under this technique, old poetic words are perceived as a massive 
database for composition, and by arranging words in new, unexpected 
rings, constant renewal is possible. In an era in which reusing old poems 
has become norm, adopting Tameieʼs technique can open self-organising 
composed ‘kokoroʼ by tracing and finding new connections among old words.




