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詞
書

の
待
遇
表
現
よ
り
み
た
拾
遺
抄
の
撰
集
意
識

本
論
は
、
拾
遺
抄

（以
下
こ
れ
を

「抄
」
、拾
遺
集
を

「集
」
と
略
称
す
る
）

の
詞
書
の
待
遇
表
現
を
考
察
し
、
こ
の
歌
集
の
性
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
せ
ん

と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
ご
と
く
、　
一
般
に
詞
書
ほ
ど

伝
本
に
よ
っ
て
文
言
を
異
に
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
は
な
く
、
特
に
待
遇
表

現
の
ご
と
き
は
、
最
初
よ
り
使
用
さ
れ
た
る
も
の
か
ど
う
か
簡
単
に
論
ず
る
こ

と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
従

っ
て
使
用
す
る
伝
本
が
問
題
と
な
る

か
″
一
晰
期
畔
聯
雅
本
を
基
本
本
文
と
し
て
、
図
書
寮
本
及
び
貞
和
本
を
参
照

０

「
抄
」
に
お
け
る
待
遇
表
現
の
徹
底

筆
者
は
、

「抄
」

に
お
け
る
詞
書
中
の
動
詞
へ
の
待
遇
表
現
の
付
加②
の
有
無

を
調
査
し
て
み
た
結
果
、
次
の
部
分
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
動
詞
に
付
加
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

０

「と
」
で
受
け
ら
れ
る
引
用
文
的
個
所
、　
②
屏
風
絵
等
の
説
明
部
分
、　
０

「
い
ひ
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
」
（
瓢
）
「
な
が
さ
れ
て
ま
か
り
く
だ
り
け
る

時
」
（
獅
）
の
ご
と
く
、
助
詞

「
に
。
て
」

を
介
し
て
動
詞
が
接
し
、
下
の
動

詞
に
待
遇
表
現
の
あ
る
場
合
の
上
部
の
動
詞

（助
動
詞
の
連
接
し
た
も
の
も
含

む
）、
四
後
述
の

「あ
り
」、
同

「題

（読
人
）
知
ら
ず
」、
０
左
注
部
分
。

右
以
外
で
待
遇
表
現
の
用
い
ら
れ
ざ
る
動
詞
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る

（…
…

重

見

行

線
は
省
略
を
示
す
）
。

４０
桜
花
咲
て
侍
を
見
て

（図

「見
侍
て
」
貞
同
傍
朱
書
）

‐７‐
を
く
り
侍
て
か
へ
ら
ん
と
す
る
に

（図
貞

「か
へ
り
侍
ら
ん
と
し
、
女
一房
さ
か
月
ざ

し
て
わ
か
れ
お
し
み
け
る
に

（貞

「を
し
み
侍
け
る
に
し

‐７２
お
と
こ
使
測
ｄ
し
時

（貞

「
た
て
ら
れ
し
し
…
…
醐
劃
せ
た
り
し

（貞

「
よ
ま
せ
ら

れ
し
し

２２‐
あ
ふ
ぎ
な
ど
調
じ
て
…
…
さ
し
を
か
せ
侍
け
る

２２６
餞
し
侍
け
る
に
か
は
ら
け
日
引
て

２９７
冬
ひ
え
の
山
に
の
ぼ
り
て
春
ま
で
を
と
づ
れ
侍
ら
ざ
り
け
る

躙
た
え
て
年
頃
に
な
り
侍
に
け
る
女

３‐９
万
葉
集
和
せ
る
な
か
に

（貞

「和
せ
ら
る
ゝ
」
「和
侍
ケ
ル
」
傍
朱
書
）

３２‐
け
さ
う
し
て
久
し
く
成
侍
け
る
女
…
…
思
ひ
た
ゆ
み
て
も
の
い
ひ
侍
け
る
程
に
い
み

じ
う
恨
み
わ
び
て
…
…
と
い
ひ
侍
け
れ
ば

３２９
ま
で
こ
ず
な
り
に
け
れ
ば

（図
貞
詞
書
な
し
）

３５９
を
ん
な
を
列
引
冽
て
…
…
と
ち
か
こ
と
を
測
ｄ
ゝ
後
に
つ
か
は
じ
け
る

８６８
万
葉
集
を
和
せ
る
う
た

（図

「万
葉
集
和
歌
」
貞

「和
シ
侍
ケ
ル
」
傍
朱
書
）

４０４
さ
く
ら
の
「
列
つ‐
Ы
例
た
る
を
見
は
べ
り
て

（図
貞

「散
つ
も
り
て
侍
け
る
」

４０７
梅
の
は
な
の
散
の
こ
り
た
る
え
だ
に

（図
詞
書
な
し
、
貞

「散
の
こ
り
て
侍
け
る
し

４２‐
あ
き
は
ら
へ
ｕ
に
唐
崎
に
ま
か
り
て
舟
の
ま
か
り
け
る
を
則
て

（図
貞

「見
侍
て
し



４３０
も
の
ね
た
み
ｕ
け
る

（図
貞

「し
侍
け
る
し
を
ん
な
を
国
測
測
て

（図
貞

「
は
な
れ

侍
り
て
し
引
つ‐
ｄ
洲
た
る

（図
貞

「う
つ
ろ
ひ
て
侍
け
る
し
菊
を
つ
か
は
す
と
て

酬
法
師
に
な
ら
ん
と
ｕ
け
る
頃

（図
貞

「な
り
侍
ら
ん
と
し
け
る
頃
し

４５７
出
し
た
り
け
る
枕
に

（図
貞

「
い
だ
し
て
侍
け
る
し
か
き
つ
け
侍
け
る

４５８
ち
ざ
り
お
き
た
り
け
る
夜

（図
貞

「ち
ぎ
り

〈
て
〉
侍
け
る
し

４５９
と
い
へ
り
け
れ
ば

（図

「
と
は
べ
り
け
れ
ば
）
貞

「申
け
れ
ば
し

４６４
男
も
た
り
け
る
女
を

（図

「
お
と
こ
侍
け
る
女
し

４６８
あ
め
の
ふ
り
け
る
日

（貞

「
ふ
り
侍
け
る
に
し

４，４
ほ
ど
へ
て
…
…
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
れ
ば

４７８
紀
郎
女
に
「
畑
列
け
る

（図
貞

「を
く
り

（
て
）
侍
け
る
し

５‐３
歌
よ
み
ど
も
あ
つ
め
て
歌
よ
ま
せ
侍
け
る
に

（図
貞

「
め
し
あ
つ
め
て
し

５３０
説
経
し
け
る
法
師
の
…
…
ゐ
て
侍
け
る
に

（図
貞

「
し
侍
け
る
し

出
難
波
に
は
ら
へ
ｕ
に
あ
る
女
の
ま
か
り
た
る
に

（貞

「侍
し
に
し

ｍ
帯
を
洲
引
て
碁
を
あ
そ
ば
し
け
る
…
…
か
ず
お
ほ
く
＝
列
に
け
れ
ば

（図

「
お
ほ
ん

か
ず
お
ほ
く
」
貞

「御
か
ず
お
ほ
く
な
り
侍
け
れ
ば
し

ｍ
少
将
し
げ
も
と
き
ヽ
つ
け
て
―
‐
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

５４６
雨
ふ
る
日
大
原
河
を
わ
た
り
侍
け
る
に
、

５５４
お
も
し
ろ
く
見
え
け
れ
ば

（図
貞

「
お
も
し
ろ
く
侍
け
れ
ば
し

”
前
栽
に
つ
ゆ
の
「
割
た
る
を
か
ぜ
の
コ
割
潤
洲
洲
引
を
御
覧
じ
て

５６４
み
な
げ
て
侍
け
る
を
み
て

（図

「み
は
べ
り
て
し

５６９
馴
洲
け
る

（図
貞

「
お
も
ひ
侍
け
る
し
女
に
日
畑
測
て

（図
貞

「を
く
れ
侍
り
て
し

歎
け
る
こ
ろ

（図

「な
げ
き
侍
け
る
」
貞
こ
の
部
分
な
し
）
よ
み
侍
け
る

鵬
順
が
子
な
く
な
り
て

（図
貞

「な
く
な
り
侍

（に
）
け
る
し

５７５
め
な
く
な
り
て
の
ち

（図
貞

「な
く
な
り
侍
て
し

全
の
個
所
の
内
、
参
照
し
た
図
書
寮
本

・
貞
和
本
に
も
共
に
待
遇
表
現
の
な

い
も
の
は
１９
個
所
で
あ
る
。
こ
れ
等
三
本
は
、
祖
承
関
係
と
し
て
は
認
め
ら
れ

③

な
い
よ
う
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
文
言
が
も
と
の
も
の
で
あ

っ
た
か
簡
単
に
は
判

断
し
が
た
い
。
し
か
し
次
の
点
は
指
摘
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
が
先
に
除
外
し
た
０
か
ら
０
は
、
そ
れ
な
り
に
待
遇
表
現
の
付
加
さ
れ

ざ
る
理
由
の
理
解
で
き
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
す

べ

て

「抄
」
撰
者
の
明
確
な
方
針
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
０
の

ご
と
き
、
撰
者
の
無
意
識
の
内
に
結
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
こ
の

０
の
場
合
、
今
日
の
形
式
的
品
詞
分
類
よ
り
す
る
規
範
意
識
な
ど
持
た
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
撰
者
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
右
掲
の
待
遇
表
現
の
付
加
さ
れ

ざ
る
動
詞
の
、
「
に
。
て
」
に
接
続
す
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
三
本
共
通
の
場

合
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
で
三
本
共
通
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
尽
さ
れ
る
と
い
う
こ

衆
れ
ば
蒙
勁
畔
“
嘲
け
れ
ｒ
雄

つ 者
¨
鎌
胸
な
か
い
は
「

あ
＾
外

和
望
『
畔
“
幣
型
癖

は
逆
に
言
え
ば
、
右
掲
の
待
遇
表
現
の
付
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
の
内
、
他
二
本
で

待
遇
表
現
の
補
え
る
も
の
の
中
に
は
、
最
初
は
存
し
た
も
の
も
幾
つ
か
あ

っ
た

ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
考
え
る
と
、
待
遇
表
現
の
な
い
動
詞
の
最
初
か
ら
の
存
在
は
更
に
少
な

く
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

一
番
重
要
な
点
は
、

類
従
本
で
、　
一
つ
の
詞
書
全
体
と
し
て
全
く
待
遇
表
現
の
な
い
も
の

（
３‐９
駆
４５９

珈
嘲
相
州
裁
】
〔
『
鰤
凱

も 一
嘲
）
赫
な
い
げ
効
属
『
わ

る
（
二

町
薫
【
勧
颯
幣
綴
録

の
撰
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
詞
書
に
丁
寧
に
待
遇
表
現
を
付
す
る
と
い
う
点
で
、
相

当
徹
底
し
た
意
識
を
も

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る

「抄
」
の
待
遇
表
現
の
徹
底
性
は
、
他
の
撰
集
と
の
比
較

に
お
い
て
一言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
相
対
的
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
以
下
三
代
集

の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。



古
今
集
で
は
、

講
珠
全
体
と
し
て
は
、
待
遇
表
現
は
む
し
ろ
限
定
的
に
し
か

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
後
述
の
如
意
宝
集
所
載
歌
の
左
の
詞
書
の
ご
と

く
、
待
遇
表
現
の
全
く
存
せ
ぬ
の
が
普
通
の
状
態
な
の
で
あ
る
。

８５７
式
部
卿
の
み
こ
、
閑
院
の
五
の
み
こ
に
す
み
わ
た
り
け
る
を
、
い
く
ば
く
も
あ
ら
で

女
み
こ
の
身
ま
か
り
け
る
時
、
か
の
み
こ
す
み
け
る
帳
の
か
た
び
ら
の
ひ
も
に
ふ
み

】つゅい””は「
（け燕経”脚鰊舞勧れ、「一みヵ、れけなな家このうたをなんか

る】嘲罐「鬱睛熱”け̈
』［“あれ雛、静約一知曜０い影利ならい

くない詞書も相当数ある。例えば左のごとくである。

４７
年
お
い
て
の
ち
梅
花
う
へ
て
あ
く
る
と
し
の
春
お
も
ふ
所
あ
り
て

（片
仮
名
本

「
よ

め
る
」
あ
り
）

酬
お
な
じ
所
に
て
見
か
は
し
な
が
ら
あ
は
ざ
り
け
る
女
に

‐‐５３
み
そ
か
を
と
こ
し
た
る
女
を
あ
ら
く
は
い
は
で
と
へ
ど
、
も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば

（堀
川
本

「
い
ら
へ
せ
ざ
り
け
れ
ば
し

つ
ま
り
、
後
撰
集
の
場
合
、
待
遇
表
現
使
用
に
関
す
る
撰
者
の
統

一
的
乃
至

規
範
的
意
識
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
端
的
に
言
え
ば
無
意
識
の
自
然
な
多
用

と
も
言
う
べ
き
状
況
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で

「抄
」
と
は
質
的
な
ち
が
い
が

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「集
」
で
は
全
体
的
に
は
後
撰
集
よ
り
待
遇
表
現
は
多
い
と
言

え
る
が
、

「
抄
」
と
重
出
せ
ぬ
歌
の
中
に
は
、
待
遇
表
現
の
な
い
詞
書
が
か
な
り
見
出
せ

る
。
例
え
ば

「
抄
」
と
重
出
せ
ぬ
歌
の
多
い
巻

一
六
か
ら

一
九

（
別
首
、
「抄
」

と
重
出
せ
ざ
る
歌
は
観
首
で

「
抄
」
の
約
１
百
）
で
み
る
と
、
諸
私
型
致
し
て

［

「 遇
際
『
“
』
は
』
卦
『
峠
い
赫
椰
噺
協
詢
村
好
¨

「
内

郷
『
獅
臨
酬
判
酬
州
卍

多
さ

（注
③
参
照
）
と
、
現
存
異
本
の
全
体
に
共
通
し
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
点
、
少
な
い
と
は
言
え
ぬ
。
ま
た
八
代
集
抄
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
、

冒
頭
で
示
し
た

「抄
」
と
同
じ
規
準
に
よ
る
調
査
で
、
待
遇
表
現
の
な
い
動
詞

を
９．
個
見
出
す
が
、
そ
の
内
６５
個
は

「抄
」
に
な
い
歌
の
詞
書
に
見
出
せ
る
。

し
か
も
こ
の
６５
個
中
諸
本
共
通
す
る
も
の
が
４３
個
あ
る

（
「
に
。
て
」
以
外
に

接
続
す
る
も
の
が
２３
個
）
。
「抄
」
に
比
較
す
れ
ば
相
当
多
い
と
言
え
よ
う
。
左

に
待
遇
表
現
の
全
く
な
い
例
を

一
つ
掲
げ
て
お
く
。

Ⅲ
ち
か
ど
な
り
な
る
所
に
か
た
ヽ
が
へ
に
わ
た
り
て
や
ど
れ
り
と
き
ヽ
て
、
こ
れ
が
よ

ま
ん
さ
ま
い
か
で
よ
く
見
ん
と
お
も
へ
ど
も
、
い
と
も
こ
ヽ
ろ
に
し
あ
ら
ね
ば
ふ
か

く
も
お
も
は
ず
、
す
ゝ
み
て
も
い
は
ぬ
ほ
ど
に
、
か
れ
も
ま
た
こ
ゝ
ろ
見
ん
と
お
も

ひ
け
れ
ば
、
萩
の
葉
の
も
み
ぢ
た
る
に
つ
け
て
歌
を
な
ん
お
こ
せ
た
る

か
か
る
他
集
と
の
比
較
に
よ
っ
て
わ
か
る

「
抄
」
の
待
遇
表
現
の
徹
底
性
を

「侍
り
」
の
使
用
状
況
に
よ
っ
て
更
に
指
摘
し
て
み
た
い
。

④
歌
数
に
対
す
る

「侍
り
」
の
使
用
の
割
合
を
八
代
集
に
比
較
し
て
も
、
表
Ｉ

の
ご
と
く
、
「抄
」
は
後
拾
遺
集
に
つ
い
で
多
い
が
、
更
に
こ
れ
を
、
動
詞
を

0古今,後撰,抄は基本本による

O拾遺集=天福元年本

(く拾遺和歌集の研究〉所収)

。後拾遺=書陵部三十九冊本

(く後拾遺和歌集総索号D所収)

0金葉=伝良経筆三奏本

(〈金葉和歌集総索引〉所収)

。詞華=為忠本(〈詞華集総索引〉所収)

0千載=〈千載和歌集〉(笠間叢書)

。新古今=岩波古奥大系本



°
集需衰,た1をよ

集は,天福元年本 (表 I同

。左注を除く。
。屏風絵等説明詞書として,抄は,11,18,29,30,

I:b,毎Z爵 ,墳減i:13Ьttlittlttl♀盈
:81:`:』傑せ:4,198,204,216,259,781,786,

表 I

古
今

後
撰 抄 集

四
　
季

符
り
一歌
数

６

一・５５

・１．

一
・８５

３〇

一３２

４７

一５７

% 4

侍
り
一歌
数
一
％

２

一３０

・５

一３３

３６

一２２

３７

一３４

7 164

恋

り
６

一
２６

183

358

４３

一慇

“

一”

%

一
個
以
上
有
す
る
詞
書
の
あ
る

（「題
知
ら
ず
」
及
び

「抄
」
「集
」
の
屏
風
絵

等
の
説
明
部
分
の
み
で
成
立
す
る
も
の
Ａ
表
に
番
号
注
記
Ｖ
を
除
く
）
歌
数
と

の
割
合
で
三
代
集
と
の
比
較
を
し
て
み
る
と
、
左
の
表
Ⅱ
の
ご
と
く
事
態
は
一

層
明
ら
か
と
な
る
。

①
文
末
が

「
詠
む
」
で
終
る
場
合
、
「
抄
」
は
す
べ
て

「侍
り
」
を
付
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
で
も
八
代
集
中
か
く
徹
底
し
た
集
は
な
い
の
で
あ

Ｚつ
。

◎

「
あ
り
」
と

「侍
り
」
の
使
用
区
分
を
み
る
と
、
「抄
」
で
は

「あ
り
」
は
、

側
屏
風
絵
等
の
説
明
部
分
、
②
待
遇
表
現
語

（「御
幸
」
等
）
に
接
続
す
る
場
、

合
、
０

「と
」
で
受
け
ら
れ
る
引
用
文
中
、
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
外

と
し
て

「花
宴
あ
り
け
る
」

（
蜘
側
―
―
三
本
共
通
）
が
あ
る
が
、　
共
に
上
に

な
「躍

な
肝
｛
瓢
罐

口
輯

能

が

嗣

鰤
鑽

路

鍔

腎

陽

懸

ヽ

後
撰
集
で
は
当
時
の
日
常
的
言
語
習
慣
以
上
の
規
則
性
は
見
出
せ
な
い
。
例
え

ば
係

・
副
助
詞
に
接
続
す
る
場
合
は

「あ
り
」
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
も
つ
と

い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
ま
た

「集
」
も

「抄
」
に
比
較
す
れ
ば
や
や
不
統

一
の

感
を
与
え
る
。
例
え
ば
右
の

「抄
」
の
規
範
外
の

「あ
り
」
の
使
用
を
諸
本
共

通
に
６
個

（
沼
硼
宙

‐１１６
‐‐‐６
躙
）
見
出
す
が
、
す
べ
て

「抄
」
に
な
い
歌
の
詞
書

で
あ
る

（
‐１１６
を
除
く
と
、
当
時
の
習
慣
的
使
用
区
分
に
従

っ
た
と
も
み
え
る
）
。

更
に

「集
」
で
は
左
の
例
の
ご
と
く
、
待
遇
表
現
語
に

「侍
り
」
の
接
続
す
る

例
が
幾
つ
か
み
え
る
。

「侍
り
」
の
補
助
動
詞
的
用
法

（動
詞
に
直
接
す
る
）

が

「あ
り
」
に
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
者
の
使
用
区
分
を
簡
単
に
論
ず
る

こ
と
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
「侍
り
」

が
元
来
被
支
配
待
遇
的
用
法
で
あ

っ
ね

よ
り
す
れ
ば
、
特
に
尊
敬
語
に
付
さ
れ
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
事
実
古
今
、

囃繰嗽鐵瑞嚇］嚇衆教え一御〔瑚制に略れけな』詢け雌蔚囃利猜̈
」

思
わ
れ
る
。

６２０
亭
子
院
の
か
す
が
に
御
幸
侍
け
る
に

（異
本
第
一
系
統

「御
幸
し
給
け
る
」
抄

「御

幸
あ
り
け
る
し

‐ｏｌ
内
裏
の
御
遊
侍
け
る
時

（抄

「御
遊
あ
り
け
る
と
き
じ

以
上
、
「
抄
」
が
他
集
に
比
較
す
る
と
き
い
か
に
詞
書
の
待
遇
表
現
に
意
を

用
い
、
そ
の
故
の
徹
底
性
と
規
範
性
を
獲
得
し
て
い
る
か
を
説
明
し
て
き
た
つ

も
り
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
過
程
で
、
相
対
的
に

「集
」
が
徹
底
性
と
規
範
性

に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
対
的
欠
如

が

「
抄
」
に
重
出
せ
ざ
る
歌
に
集
中
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
抄
」
が
伝

写
の
過
程
で

「集
」
よ
り
待
遇
表
現
を
付
加
し
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
証
す

る
と
考
え
ら
れ
、
「
抄
」
の
待
遇
表
現
の
徹
底
性
規
範
性
は

「
抄
」
本
来
の
性

質
と
し
て
最
初
か
ら
備

っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま



た
こ
の
こ
と
は
、
通
説
の
ご
と
く
、

「抄
」
か
ら

「集
」
へ
の
撰
集
過
程
を
物

語
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

日
如
意
宝
集
と
の
先
後
関
係

す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
如
意
宝
集

（以
下

「宝
集
」
と
略

称
す
る
）
と

「
抄
」
と
の
関
係
の
密
接
さ
よ
り
す
る
と
、
必
ず
や

一
方
が
他
方

ょ
り
歌
を
摂
取
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
密
接
さ
は
単
に

歌
の
排
列
の
み
な
ら
ず
、
詞
書
の
極
め
て
よ
く

一
致
し
た
る
点
に
も
十
分
認
め

ら
れ
る
。
従

っ
て
、
も
し
先
学
の
論
ず
る
ご
と
く
、
「抄
」
が

「宝
集
」
よ
り

摂
取
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
述
の
ご
と
き
待
遇
表
現
の
徹
底
性
も
、
「抄
」

撰
者
の
創
意
工
夫
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
「宝
集
」
の
踏
襲
に
す
ぎ
ぬ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
既
述
の
ご
と
き
「抄
」

の
詞
書
に
み
え
る
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て

「宝
集
」
と
の
先
後
関
係
を
考

え
て
み
よ
う
と
思
う
。

こ
の

「宝
集
」
先
、
「
抄
」
後
成
立
論
は
、
堀
部
正
二
氏
に
始

っ
、
ゲ
日
に

至

っ
て
い
る
が
、

静
に
久
曽
神
昇
氏
は
種
々
つ
点
よ
り
詳
細
墨
異
付
け
と
な
る

べ
き
論
証
を
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
片
桐
洋

一
氏
の
疑
間
の
提
出

⑫

も
あ

っ
て
、
な
お
定
説
と
は
な
り
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
存
の

「宝
集
」
断
簡
は
、
久
曽
神
氏
の
後
の
増
訂
に
よ
れ
ば
５０
首
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
中
に
は
、
な
お
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
や
も
し
れ
ず
、
従

っ
て

「宝
集
」
の
詞
書
に
つ
い
て
考
察
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
「宝
集
」

の
名

を
明
確
に
記
し
た
断
簡

（歌
番
号
０
０
０
０
１
以
下
論
中
「宝
集
」番
号
に
は

＜

を
付
す
）
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、

残
存
の
全
詞
書
を
古
今
集
及
び

「抄
」
に
対
比
し
て
左
に
掲
げ
て
み
る
。

冷
泉
院
の
東
官
に
お
は
し
ま
し
け
る
時

百
首
の
和
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
な
か
に

な
つ
の
は
じ
め
に
よ
み
は
べ
り
け
る

四
月
さ
け
る
さ
く
ら
を
よ
め
る

或
人
の
屏
風
に

延
喜
御
時
月
令
御
屏
風

（以
下
不
明
）

さ
が
の
に
て
を
み
な
へ
し
を
み
は
べ
り

てを
み
な
へ
し
さ
き
て
は
べ
り
け
る
い
へ

に

（以
下
不
明
）

（以
前
不
明
）
は
べ
り
て

の
こ
り
の
も
み
ぢ
を
み
侍
て

な
ら
の
京
に
ま
か
り
て
や
ど
り
し
て
は

べ
り
け
る
に
、
い
と
さ
む
く
は
べ
り
け

れ
ば

つ
き
を
み
は
べ
り
て

冷
泉
院
御
時
御
屏
風
に

も
の
へ
ま
か
り
け
る
人
を
お
も
ひ
い
で

て
し
は
す
の
つ
ご
も
り
に

冷
泉
院
東
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
時

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
中
に

（図

「進
け
る
し

夏
の
は
じ
め
に

（図
貞

「
よ
み
侍
け

る
」
あ
り
）

う
づ
き
さ
け
る
さ
く
ら
を
み
て
よ
め

る

（第
四
・
五
次
本
系
統

「
み
て
」

な
し
）

屏
風
に

（貞

「屏
風
絵
に
し

延
喜
御
時
月
な
み
の
屏
風
に
（貞
７
・

月
次
御
屏
風
に
」
図

「月
令
の
し

（六
首
前
に

「題
よ
み
人
し
ら
ず
し

を
み
な
へ
し
咲
て
侍
け
る
家
に
…
…

（貞

「所
に
し

…
…
は
べ
り
て

残
紅
葉
を
見
侍
て

（図
貞

「
の
こ
り

の合級る「「
こ）も
みち
を見侍
てし

な
ら
の
京
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
、

や
ど
れ
り
け
る
所
に
て
よ
め
る
令
い

と
さ
む
く
」
全
系
統
な
し
）

冬
月
を
見
侍
て
よ
み
侍
け
る
（貞
「
よ

み
侍
け
る
」
な
し
）

冷
泉
院
御
時
の
屏
風
に

（貞

「冷
泉

院
御
屏
風
に
し

も
の
へ
ま
か
り
け
る
人
を
ま
ち
て
し

は
す
の
つ
ご
も
り
に
よ
め
る
∩
よ
め

「宝集
」Ю
産載ヵ、ｔ
麟雌
「歌堀
｝藤
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と
し
の
を
は
り
に

（以
前
不
明
）
べ
り
け
る

あ
る
ふ
ち
は
ら
の
う
ち
の
う
ぶ
や
に

承
平
四
年
中
宮
賀
屏
風
和
歌

お
な
じ
が
の
た
け
の
つ
ゑ
の
か
た
つ
く

り
て
侍
り
け
る
に

題
よ
み
人
し
ら
ず

は
る
も
の
へ
ま
か
り
け
る
に
ひ
と
に
あ

ひ
し
り
て
は
べ
り
け
る
ひ
と
の
ま
う
で

き
て
、
せ
し
は
べ
り
け
る
と
こ
ろ
に
か

は
ら
け
と
り
て
は
べ
り
け
る
ほ
ど
に
、

か
り
の
な
き
は
べ
り
け
れ
ば

（以
前
不
明
）
く
だ
り
は
べ
り
け
る
に
、

む
ま
の
は
な
む
け
し
は
べ
り
と
て

ひ
ご
の
か
み
に
て
清
原
元
輔
が
ま
か
り

け
る
に
、
源
満
仲
の
朝
臣
餞
侍
り
け
る

（以
下
不
明
）

か
へ
し

題
不
知

け
さ
う
じ
て
ひ
さ
し
う
な
り
は
べ
り
に

る
」
元
永
筋
切
等
な
し
、
「ま
ち
て
」

全
系
統
同
じ
）

と
し
の
は
て
に
よ
め
る

（一万
水ヽ
筋
切

ス
と
し
の
〉
終
し

…
…
侍
け
る

あ
る
藤
氏
の
鵜
葺
屋
に

（貞

「藤
原

氏
し

承
平
四
年
中
宮
の
賀
し
侍
け
る
時
の

屏
風
に

（貞

「時
の
」
な
し
）

お
な
し
賀
に
竹
の
つ
え
の
う
た
つ
く

り
て
侍
に

（図
貞

「
つ
え
？
か
た
し

題
し
ら
ず

春
も
の
へ
ま
か
り
け
る
人
に
あ
ひ
し

り
て
侍
け
る
人
々
の
ま
で
き
て
、
餞

し
侍
け
る
所
に
か
は
ら
け
取
て
侍
け

る
ほ
ど
に
、
雁
の
な
き
侍
け
れ
ば
読

侍
け
る
（貞
「難
レ」「読侍け
る」

な
し
図

「
か
は
ら
け
と
り
侍
て
し

…
…
く
だ
り
侍
け
る
に
馬
の
は
な
む

け
し
侍
け
る
に

（貞

「侍
て
と
て
」

図

「侍
け
る
と
て
し

肥
後
守
に
て
清
原
元
輔
が
く
だ
り
は

べ
る
に
源
満
仲
朝
臣
の
餞
し
侍
け
る

…
…

（図
貞

「
ま
か
り
く
だ
り
け
る

に
し

返
し

題
し
ら
ず

五
月
夏
至
日
け
さ
う
し
て
久
し
く
成

け
る
を
む
な
の
、
夏
至
日
を
う
た
が
ひ

な
く
お
も
ひ
た
ゆ
み
て
、
も
の
い
ひ
は

べ
り
け
る
ほ
ど
に
、
し
た
し
き
さ
ま
に

な
り
侍
り
に
け
れ
ば
、
こ
の
を
む
な
の

い
み
じ
う
ヽ
ら
み
わ
び
て
、
の
ち
に
は

さ
ら
に
あ
は
じ
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば

清
慎
公
の
も
と
に
つ
か
は
じ
け
る

京
に
お
も
ふ
ひ
と
を
お
き
侍
り
て
は
る

か
な
る
と
こ
ろ
に
ま
か
り
け
る
み
ち
に
、

つ
き
の
あ
か
き
よ
ヽ
み
侍
け
る

（以
前
不
明
）
を
よ
み
侍
け
る

あ
る
と
こ
ろ
に
経
供
養
し
侍
け
る
法
師

ば
ら
の
、
従
僧
し
て
小
法
師
ば
ら
の
ゐ

て
は
べ
り
け
る
な
か
に
、
す
だ
れ
の
う

ち
よ
り
を
む
な
ど
も
の
、
う
の
は
な
を

り
て
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば

（
以

前

不

明

）

か

た
侍

け

る

に

か

う

ぶ

り

や

な

ぎ

を

み

は

べ

り

て

侍
け
る
女
、
今
夜
を
う
た
が
ひ
な
く

思
ひ
た
ゆ
み
て
も
の
い
ひ
侍
け
る
程

に
、
し
た
し
き
さ
ま
に
成
侍
り
に
け

れ
ば
、
を
ん
な
の
い
み
じ
う
恨
み
わ

び
て
、
後
に
は
さ
ら
に
あ
は
じ
と
い

ひ
侍
け
れ
ば

（貞

「
こ
の
月
う
た
が

ひ
な
く
…
」
、　
図
貞

「
こ
の
女
の
い

み
じ
う
…
し

小
野
官
の
お
は
い
ま
う
ち
君
の
も
と

に
つ
か
は
し
け
る

（貞

「小
野
官
大

臣
の
許
に
し

京
に
お
も
ふ
人
を
ヽ
き
侍
て
は
る
か

な
る
所
に
ま
か
り
侍
け
る
道
に
月
の

あ
か
き
夜

（貞

「を
き
て
」
、　
図
貞

「
ま
か
り
け
る

〈
に
〉
み
ち
に
し

…
を
み
侍
て

（貞
「
よ
め
る
」
図
「
よ

み
侍
け
る
し

或
所
に
説
教
し
け
る
法
師
の
従
僧
の

小
法
師
原
の
ゐ
て
侍
け
る
に
、
す
だ

れ
の
内
よ
り
花
お
り
て
と
い
ひ
侍
け

れ
ば

（貞

「
…
読
経
し
侍
け
る
法
師

原
の
従
僧
し
て
…
を
ん
な
の
う
の
は

な
を
ν
喉
０
」
図

「説
経
し
侍
け
る

法
師
ば
ら
の
従
僧
し
て
ゐ
て
は
べ
り

け
る
中
に
…
を
ん
な
ど
も
の
…
し

…
の
り
て
は
べ
り
け
る
所
に
（貞
「
の

り
た
る
か
た
あ
る
と
こ
ろ
に
し

か
う
ぶ
り
や
な
ざ
を
見
侍
て
（貞
「
か

は
や
な
き
を
み
て
し



（以
前
不
明
）
て
に
て
、
か
く
ぞ
か
き

つ
け
て
は
べ
り
け
る

や
ま
ひ
を
し
て
か
ぎ
り
に
な
り
は
べ
り

に
け
る
を
り
に
、
い
き
の
し
た
に
よ
み

は
べ
り
け
る

ひ
と
の
く
に
ヽ
ま
か
り
け
る
み
ち
に

（以
下
不
明
）

…
て
に
て
こ
の
う
た
を
な
ん
か
き
つ

け
た
り
け
る

や
ま
ひ
し
て
よ
は
く
な
り
に
け
る
時

よ
め
る

（「
よ
は
く
」
全
系
統
同
じ
、

「
い
き
の
し
た
に
」
全
系
統
な
し
）

（
か
ひ
の
く
に
に
あ
ひ
し
り
て
侍
け

る
人
と
ぶ
ら
は
ん
と
て
ま
か
り
け
る

を
、
み
ち
な
か
に
て
）

ま
ず

「
抄
」
と
の
共
通
歌
の
詞
書
よ
り
検
討
し
て
み
る
。

右
の
内
最
も
顕
著
な
相
異
は
０
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ

た
い
と
思
う
。
そ
れ
以
外
は
「抄
」
図
書
寮
本
、
特
に
貞
和
本
が
近
い
本
文
状
態

で
、　
こ
れ
等
を
相
補
し
て
み
れ
ば
、
「宝
集
」
と

「
抄
」
の
文
言
は
ほ
と
ん
ど

相
異
が
な
く
、
特
に
待
遇
表
現
の
場
合
、
三
本
共
通
し
て
は
囲
が

「宝
集
」
で

体
言
句
的
詞
書
と
な
っ
て

「侍
り
」
が
な
く
、
側
で

「宝
集
」
に

「
よ
み
侍
け

る
」
の
述
部
が
付
加
し
て
い
る
出
入
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
関
の
ご
と

き
、
「抄
」

で
指
摘
し
た
待
遇
表
現
の
欠
如
の
個
所
さ
え
全
く
同
じ
な
の
で
あ

る
。
従

っ
て
特
に
待
遇
表
現
に
お
い
て
は
、　
一
方
が
他
方
の
詞
書
の
表
現
を
踏

襲
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
ざ
る
、
と
い
う
よ
り
進
ん
で
行

っ
た
と
言
え
る
状

態
で
あ
る
。　
こ
の
こ
と
は
、
「宝
集
」
資
料
と
し
て
確
実
な
②
０
０
で
も
確
認

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
詞
書
の
著
し
い
相
似
性
よ
り
し
て
、
も
し

「宝
集
」
が
先
に
成
立
し

た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
「抄
」

に
み
た
先
述
の
ご
と
き
待
遇
表
現
の
徹
底
性

と
規
範
性
の
基
本
的
志
向
は
す
で
に

「宝
集
」
で
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
よ
り

「宝
集
」
を
検
討
す
る
と
、

た
し
か
に

「抄
」
と
の
共
通
歌
に
関
す
る
限
り
、
例
外
な
く
徹
底
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
古
今
集
所
載
の
歌
の
場
合
は
不
徹
底
不
統

一
な
の
で
あ
る
。

「宝
集
」
資
料
と
し
て
確
実
な
０
の
ご
と
き
、
待
遇
表
現
が
全
く
な
く
、
古

今
集
の
詞
書
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
と
み
ら
れ
る
。

口
も
ま
た
、
「宝
集
」
に

徹
底
す
る
意
図
が
あ
る
な
ら
、
「
お
も
ひ
い
で
て
」
の
あ
た
り
に

「侍
り
」
が

付
さ
れ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
例
外
な
く
徹
底
し
た

「
抄
」
共
通

歌
の
詞
書
の
待
遇
表
現
と
の
間
に
明
瞭
な
相
異
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
別
の
観
点
よ
り
考
察
し
て
み
る
。
も
し

「宝
集
」
が

「
抄
」
に
先
じ

て
成
立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
更
に
先
行
す
る
同
様
な
私
撰
集
は
推
定
し
が
た

い
か
ら
、
後
掲
の
表
Ⅲ
の
ご
と
く
、
当
時
の
私
家
集
の
多
く
が

「侍
り
」
等
の

待
遇
表
現
を
ほ
と
ん
ど
用
い
ざ
る
実
状
よ
り
し
て
、
か
か
る
資
料
よ
り
撰
歌
し

て

「抄
」
と
重
出
す
る
歌
の
ご
と
く
待
遇
表
現
を
徹
底
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、

「宝
集
」
は
相
当
意
図
的
に
詞
書
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
例
え
ば

「宝
集
」
資
料
と
し
て
確
実
な
囲
は
、
遍
照
集

（私
家
集
大
成

噸
卸
一
【
徹

遇 「ゎ
ぃ
詢
¨
「
穆
「
衆
計
牌
帥
』
が
螺
げ
一
拝
澤
″
デ
が
」
物
畔

え
ば
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
本
で
は
３４
首
中
「侍
り
」
は
２９
個
あ
る
が
、
詞
書

の
長
い
１９
２３
番
等
に
集
中
し
て
お
り

（
し
か
も
そ
の
内
１２
個
は
会
話
文
中
）、

か
り
に
一
詞
書
中
の

「侍
り
」
を
１
個
所
と
し
て
計
算
す
れ
ば
１３
個
所
、
す
な

わ
ち
・３
の
詞
書
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
更
に
文
末
に
用
い

ら
れ
た
も
の

（付
属
語
の
付
加
し
た
も
の
も
含
む
）
は
６
個
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
こ
と
よ
り
し
て

「宝
集
」
側
の
待
遇
表
現
は
、
ほ
と
ん
ど

「宝
集
」
撰
者
の

付
加
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
側
回
の
恵
慶
の
歌
は
諸
本
い
ず
れ

も
「冬
の
よ
（る
）
の
月
」
「か
う
ぶ
り
や
な
ぎ
」
と
な
って
い
る（ぴ
対
し
、

じ「雌蒔けれ嗽ユリ「いは率洵】計『商際動はか」ｒ椰れ制藷嚇鋳杜錮

２９７
首
中

「侍
り
」
は
３．
個
し
か
な
く
、
文
末
に
用
い
ら
れ
た
も
の

（「所
」
に



接
続
す
る
も
の
も
含
む
）
は
２０
個
所
に
す
ぎ
ぬ

（
能
番
ま
で
に
集
中
そ
れ
以
後

は
１
個
所
の
み
）
こ
と
か
ら
推
定
し
て
も
、
「宝
集
」
摂
取
に
当

っ
て

「侍
り
」

を
新
に
付
加
し
た
も
の
と
、
ほ
と
ん
ど
確
実
に
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
こ
の
他
、
雑
多
な
資
料
よ
り
摂
取
し
て

「抄
」
と
共
通
す
る
歌
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
詞
書
の
待
遇
表
現
に
徹
底
す
る
に
は
、
撰
者
は
こ
の
こ
と
に
関
し

て
相
当
意
図
的
意
識
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
、
何
故
古
今
集
と
共
通
す
る
歌
の
場
合
は
古
今
集
と
同
様
待
遇
表
現
の
な
い

詞
書
に
す
る
と
い
う
不
徹
底
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

（古
今
集
所
載
歌
の
み

は
原
拠
通
り
に
す
る
つ
も
り
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
簡
側
０
で
推
定
で
き
る
）。

古
今
集
所
載
歌
に
対
す
る
不
徹
底
な
態
度
と
、
「抄
」
共
通
歌
に
お
け
る
例
外
の

な
い
徹
底
し
た
態
度
と
の
間
に
は
著
し
い
相
異
が
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
こ
の
相
異
は
、
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
「宝
集
」
が

「抄
」
に
先
行
し
て

雑
多
な
資
料
を
前
に
し
て
初
め
て
詞
書
を
Ａ
創
作
Ｖ
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば

あ
ま
り
に
偶
然
な
不
可
解
な
鋭
い
対
照
性
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
不
可
解
さ
は
、
「宝
集
」
の
撰
者
が

「抄
」
と
の
重
出
歌
の
詞
書
を
Ａ
創

作
Ｖ
し
た
こ
と
を
疑
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「抄
」
の
待
遇
表
現
の
徹
底
性
と
規
範
性
は
、　
そ
れ
を
ほ
と
ん

ど
踏
襲
し
た

「集
」
が
、
特
に

「集
」
独
自
の
歌
に
お
い
て
、
相
対
的
に
不
徹

底
無
規
範
な
状
況
を
現
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
明
確
に
意
図
的

創
意
的
態
度
と
し
て
認
識
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、　
こ
れ
と
対
照
的

な

「宝
集
」
の
不
徹
底
不
統

一
な
態
度
は
、
「宝
集
」
が

「抄
」
よ
り
後
に
成
立
し
、

「
抄
」
の
詞
書
を
受
け
継
い
だ
が
故
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「宝
集
」
の
撰
者
は
、
「抄
」
よ
り
撰
歌
す
る
に
お
い
て
は
、
「抄
」
の
待
遇
表

現
の
使
用
が
彼
の
気
分
に
合
致
し
た
る
が
故
に
、
自
然
と

「抄
」
の
表
現
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
古
今
集
の
場
合
は
、
も
と
も

と
無
意
識
な
気
分
的
な
待
遇
表
現
へ
の
志
向
で
し
か
な
か
っ
た
が
故
に
、
最
初

は
古
今
集
の
詞
書
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
こ
と
と
な
り
、
次
第
に

「抄
」
の
待

遇
表
現
の
徹
底
に
ひ
か
れ
て
、
「侍
り
」

の
付
加
な
ど
の
独
自
の
処
置
を
と
る

よ
う
に
な
り

（先
掲
詞
書

一
覧
参
照
）、　
そ
の
結
果
、
古
今
集
の
詞
書
の
み
に

見
え
る
不
統

一
不
徹
底
を
現
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
右
の
ご
と
き
論
証
に
対
し
て
、
保
留
し
た
０
の
詞
書
の
ご
と
く
、
「宝

集
」
の
撰
者
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

「抄
」
よ
り
撰
歌
し
、
詞
書
を
転
載
し
た

と
す
る
な
ら
ば

（「集
」
も

「
抄
」
と
同
じ
詞
書
で
あ
り
）、
や
や
理
解
し
に
く

い
状
況
を
現
わ
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た
Ｏ
ｍ
等
、
「宝
集
」
な
り
の
詞

書
へ
の
独
自
の
判
断
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
れ
等
の
点
は
、
今

後
な
お
確
実
な
資
料
の
出
現
と
整
理
を
ま
っ
て
、
多
面
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、　
一
応
試
論
と
し
て
提
出
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

口
詞
書
に
現
わ
れ
た

「抄
」
の
撰
集
態
度

か
り
に

「宝
集
」
が
先
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と
し
て
も
、
検
討
し
て
き
た

ご
と
き

「宝
集
」
の
詞
書
の
待
遇
表
現
の
不
統

一
と
不
徹
底
に
対
照
的
な
「抄
」

の
徹
底
性
規
範
性
は
、
「抄
」

撰
者
の
創
意
工
夫
と
し
て
理
解
し
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。

先
述
の
ご
と
く
、
「抄
」
成
立
の
十
世
紀
末
頃
ま
で
の
私
家
集
は
、
幾
つ
か

わけ導】嗜、は手「猪］↑諏静崚』産醐用し、』朔【術桑いピ」嘲は臓蒔

適
し
な
か
った
も
の
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
の
、

古
今
集
に
始
ま
っ
た

「侍
り
」
の
勅
撰
集
詞
書
へ
の
使
用
は
、
「侍
り
」
に
勅

撰
集
用
語
と
し
て
の
性
格
を
付
与
し
、
後
撰
集
に
お
い
て
は
常
識
化
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
考
察
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
表
Ⅲ
で
判
明
す
る

ご
と
く
、
「侍
り
」
の
多
用
さ
れ
る
家
集
に
は

「
や
る
」
の
か
わ
り
に

「
つ
か



は
す
」
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
相
関
の
事
実
が
あ
る
。

「
つ
か
は
す
」

も
ま
た

②

論
究
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
古
今
集
以
来
、
勅
撰
集
ス
タ
イ
ル
と
し
て
特
殊
な

用
法
を
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
同
じ
私
家
集
と
い
い
な
が

ら
、
こ
の
二
語
の
相
関
的
多
用
は
、　
一
般
の
単
な
る
身
内
や
仲
間
に
伝
え
ん
と

す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
世
間
を
意
識
し
、
公
的
に
読
者
を
獲
得
せ
ん
と

す
る
意
図
を
表
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（能
宣
集
等
）
。
か
か
る

点
よ
り
す
れ
ば
、
「抄
」
の

「侍
り
」
の
多
用
を
中
心
と
す
る
待
遇
表
現
の
徹

底
化
は

「
つ
か
は
す
」
の
統

一
使
用
と
共
に

「
公
」
性
を
強
く
意
識
し
た
も
の

で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「抄
」
成
立
の
頃
、
「侍
り
」
の
物
語
類
に
指
摘
さ
れ
る
用
法
が
、　
や
は
り

基
本
的
に
対
話
敬
語
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
鏡
で
指
摘
さ
れ
る
ご
と
き
男
性

の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
四
条
宮
下
野
集
の
ご
と
き
女
性
の
作
品
に
も
見
ら
れ
ゎ

「候
ふ
」
の
進
出
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
「侍
り
」
は
、
「抄
」
成
立
当
時
す
で
に

②

文
語
化
雅
語
化
へ
の
方
向
を
か
な
り
進
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
「抄
」

辞
称
け
る

「侍
り
」
の
多
用
は
、
古
今
集
的

「公
」
性
―
―
勅
撰
集
的
丁
重
表

現
へ
の
志
向
と
共
に
、
詞
書
の
典
雅
さ
へ
の
意
図
を
も
感
ず
る
の
で
あ
る
。

梶
本
和
喜
氏
は
、
「集
」
の
歌
の
特
徴
と
し
て
、　
作
歌
主
体
が

「対
象
と
直

接
す
る
の
で
は
な
く
そ
こ
か
ら

一
歩
退
い
た
所
に
位
置
す
る
」

と
し
て
、
「
主

体
が
い
わ
ば
歌
の
場
を
形
成
す
る

一
次
的
要
素
で
は
な
く
、
二
次
的
要
素
と
し

て
客
観
化
さ
れ
た
甜
り
あ
る
い
は
自
己
以
外
か
ら
把
え
判
断
す
る
」
傾
向
を
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
の
引
例
の
多
く
は
「抄
」
所
収
の
も
の
で
あ
り
、
「抄
」

に
も
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
、
後
撰
集
の
ご
と
き

「色
好
み
」

⑩

の

「
日
常
会
話
的
」
な
、
作
歌
主
体
が
身
を
の
り
出
す

「語
り
」
の
精
神
と
は

異
な
る
、
歌
そ
の
も
の
の
文
学
的
充
実
を
め
ざ
す
作
歌
態
度
へ
の
変
身
で
あ
り
、

①

い
わ
ば

「
は
れ
」
の
歌
へ
の
志
向
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
述
べ
て
き
た
詞
書
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0

1

0

11

2

0
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0
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(後補 ?)3
19

6
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31

3

202

2

314

7

3

1

呂毅
は
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侍り」数

表 Ⅲ

家集名 1歌 数 やるJ数1琥奪は|「侍り」数
389

48

254

196

114

147

337

39

80

84

163

247

106

297

33

262

210

485

71

52

107

9

2

3

2

7

4

4

2

2

2

10

2

4

2

1

0

2

1

3

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

3

4
1

36

0

43

1

1

1

209

125

65

86

161

30

323

147

161

65

186

113

403

126

320

319

893

394

20

210

545

6

4

6

2

5

0

6

1

3

0

9

6

21

4

24

9

38

7

0

16

13

4
2

0

0

0
1

0

0

0

3

1

0

0

0

0

10

0

0

3

1

5

貫 之 I

公 忠I

中 務 I

忠 見 I

安  法
信 明I

元  真
本院侍従
義  孝
仲  文
為  信
ltt  I
兼 澄I

恵  慶
惟 成I

元 輔 I

兼 盛I

能 宣I

輔  テ
高  光
道 信I

馬 内 侍
朝  光
相  如
為  頼
実 方I

清少納言
重  之
長 能 I

小大君 I

重之子僧
嘉  言
匡  衡
高  遠
紫式部I

道  命
道  済
和 泉I

選 子 I

道  成
輔 親 I

公  任

。く私家集大め による。

。「やる」「つかはす」は文末に用いられたもののみ集計。

O早速の間,数値の多少の誤 りがあるやもしれぬ,お よその傾向を見ていただきたい。
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へ
の

「抄
」
撰
者
の
創
意
工
夫
は
、
こ
の

「
は
れ
」
の
歌
集
志
向

へ
の

一
つ
の

具
体
的
発
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、

「
抄
」
が
平
安
時
代

勅
撰
集
と
し
て
流
布
し
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
は
、
い
わ
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

注
①
三
好
英
二
∧
校
本
拾
遺
抄
と
そ
の
研
究
∨
に
よ
る
が
、
島
根
大
学
本
に
存
せ
ぬ
巻
一
、

三
各
終
り
二
首
及
び
５７６
番
以
下
の
歌
は
対
象
か
ら
除
く

（待
遇
表
現
で
は
、
類
従
本

５２５

「
か
か
せ
て
」
が
大
学
本

「
か
か
せ
給
て
」
と
あ
る
の
み
が
相
異
点
と
思
わ
れ
る
）。

参
照
す
る
図
書
寮
本

（
４０５
‐
Ⅲ
）
貞
和
本
も
右
校
本
に
よ
る
。
ま
た
表
記
統
一
の
た

め
句
読
点
、
濁
点
を
便
宜
付
し
た
。

②
動
詞
の
範
囲
よ
り

「し
の
び
て
」
を
除
く

（副
詞
的
連
語
と
考
え
ら
れ
る
）。
「抄
」

及
び

「集
」
巻
十
六
―
十
九
に
お
い
て
動
詞
に
か
か
わ
る
待
遇
表
現
語
と
し
て
認
定

し
た
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

お
は
し
ま
す
、
御
覧
ず
、
お
ほ
す
、
あ
そ
ば
す
、
お
ほ
と
の
ご
も
る
、
お
は
す
、
め

す
、
つ
か
は
す
、
給
ふ
、
御
遊
、
御
幸
、
行
幸
、
み
ゆ
き
、
お
ほ
せ
ご
と
、
侍
り
、

た
ま
は
る
、
ま
か
る
、
奉
る
、
さ
ぶ
ら
ふ
、
つ
か
ふ
ま
つ
る
、
ま
づ
、
ま
う
づ
、
奏

す
、
中
す
、
参
る
、
参
ら
す
、
た
う
ぶ
（下
三
）、
す
、
さ
す
、
る
、
ら
る

（各
尊
敬

用
法
）

③
片
桐
洋

一
∧
拾
遺
抄
校
本
と
研
究
∨
解
説

④
こ
の
他
に
５４６
搬
等
の
自
然
物
の
場
合
が
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。

③
３‐９
等
、
あ
る
い
は
最
初
よ
り
待
遇
表
現
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

⑥
基
本
的
に
は

「古
今
集
の
詞
書
お
よ
び
左
注
の
文
章
に
つ
い
て
」
岡
村
和
江

（国
語

と
国
文
学
昭
３９
・
‐０
）
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

⑦
以
下
岩
波
古
典
大
系
本
に
よ
る
が
、
校
異
の
検
出
は
久
曽
神
昇
∧
古
今
和
歌
集
成
立

論
資
料
編
∨
全
写
本
を
対
象
と
す
る

（系
統
の
指
示
は
該
本
の
表
現
に
従
う
）。

③
大
阪
女
子
大
∧
後
撰
和
歌
集
総
索
引
∨
天
福
二
年
本
を
基
本
と
し
、
該
本
所
収
全
写

本
及
び
小
松
茂
美
∧
後
撰
和
歌
集
校
本
と
研
究
∨
所
収
承
保
三
年
奥
書
本
を
調
査
の

対
象
と
し
た
。

◎
山
岸
徳
平
∧
八
代
集
全
注
八
代
集
抄
∨
本
を
基
本
と
し
、
片
桐
洋
一
∧
拾
遺
和
歌
集

の
研
究
校
本
編
∨
所
収
全
校
合
本

（内
、
全
巻
所
有
す
る
も
の
一
六
本
）
を
調
査
の

対
象
と
し
た

（系
統
の
指
摘
は
該
本
の
表
現
に
従
う
）。

⑩
こ
の
う
ち
３
個
所
は
順
集

（私
家
集
大
成
Ｉ
Ｉ
）
で
、
屏
風
歌
と
な
っ
て
い
る
故
か

と
思
わ
れ
る
が
、　
一
方
で
は
‐ｏ９０
の
ご
と
く
、
順
集
の
詞
書
を
改
め
て
屏
風
歌
な
る
こ

と
を
明
記
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
不
統

一
は
ま
ぬ
か
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

①

「あ
り
」
の
用
い
ら
れ
る
部
分
と
し
た
田
１
０
に

「侍
り
」
が
若
干
用
い
ら
れ
て
い

′
つ
。

⑫
注
⑥
論
文
参
照

⑬

「書
紀
古
訓

『
ハ
ヘ
リ
」

「
ハ
ム
ヘ
リ
』
の
解
釈
」
石
坂
正
蔵

（国
語
と
国
文
学
１０

の
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

⑭
千
載
集
ま
で
の
調
査
で
は
、
金
葉
集
三
奏
本
は
尊
敬
語
に

「侍
り
」
の
付
い
た
場
合

は
な
い
。

⑮
∧
中
古
日
本
文
学
の
研
究
∨
昭
１８
年

⑩
∧
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
精
成
∨
昭
４‐
年
、
及
び
∧
久
曽
神
博
士
還
暦
記
念
研
究

資
料
集
∨
昭
慇
年
。
本
稿
は
後
者
増
訂
版
如
意
宝
集
本
文
に
よ
り
、
歌
番
号
も
そ
れ

に
従
う
。

①

「事
実
と
事
実
の
解
釈
」
（和
歌
史
研
究
会
報
４６
号
昭
４７
年
）
、
片
桐
氏
の
論
は
、
注

⑩
前
論
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
論
も
ほ
ぼ
同
様
の
論
証
と
思
わ
れ
る
。

①
島
田
良
二
∧
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究
∨

⑩
④

「恵
慶
集
と
如
意
宝
集
」
熊
本
守
雄

（国
語
教
育
研
究
１３
、
∧
恵
慶
集
校
本
と
研

究
Ｖ
所
収
）
。
な
お
熊
本
氏
に
は
論
文
の
紹
介
等
お
世
話
に
な
っ
た
。

②

「侍
り
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
様
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
対
話

（者
）
敬
語
と

し
て
の
基
本
的
側
面
は
平
安
期
を
通
じ
て
失
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
注
⑥
論
文
参
照

②
注
⑥
論
文
の
他
、
穐
田
定
樹
氏

（∧
中
古
中
世
の
敬
語
の
研
究
∨
所
収
〉
杉
崎

一
雄

氏

（共
立
女
子
短
大
紀
要
２０
号
）
等
の
研
究
が
あ
る
。

②

「源
氏
物
語
に
あ
ら
は
れ
た

「給
ふ
る
」
と

『侍
リ
ヒ

伊
藤
和
子

（国
語
国
文
２２



の
１
）
等

④
小
久
保
崇
明
∧
大
鏡
の
語
法
の
研
究
∨

④

「丁
寧
語

『侍
り
』
の
発
達
過
程
に
つ
い
て
」
森
野
宗
明

（国
語
学
６８
号
）、
な
お

∧
私
家
集
大
成
∨
解
説
に
よ
れ
ば
自
撰
集
で
あ
る
。

②
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
「抄
」

の
時
代
よ
り
約
半
世
紀
後
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、

特
に
女
性
の
作
品
へ
の

「候
ふ
」
の
進
出
は
、
す
で
に
そ
れ
が
文
章
語
と
し
て
も
不

自
然
な
ら
ざ
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
蜻
蛉
日
記
の

「仰
せ
あ

ら
ん
は
ど
を
待
ち
さ
ぶ
ら
は
ん
」
（伊
牟
田
経
久
編
索
引
本
四
Ｐ
）
な
ど
、
謙
譲
語

的
で
あ
る

（注
④
森
野
論
文
）
と
し
て
も
、
す
で
に
完
全
に
補
助
動
詞
の
用
法
で
あ

る
の
は
、
「抄
」
成
立
頃
に
は
、　
口
語
と
し
て
は

「侍
り
」
に
、
か
な
り
の
部
分
に

お
い
て
交
替
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
注
⑥
論
文
参
照

④

「拾
遺
集
歌
の
構
造
」
（国
語
と
国
文
学
昭
５３
・
２
）

⑩

「後
撰
和
歌
集
の
表
現
」
片
桐
洋

一
（女
子
大
文
学
昭
３９
。
・１
）

①
増
田
繁
夫
氏
の
指
摘
さ
れ
る

（「平
安
の
和
歌
史
で
∧
は
れ
∨

∧
け
∨
と
は
何
か
」

国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
２‐
の
■
）
ご
と
き
、
平
安
朝
後
期
歌
論
歌
学
に
連
続
す

る
概
念
の
つ
も
り
で
用
い
た
。




