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語
構
成
か
ら
み
た
古
今
集
の
語
彙

一

古
今
集
に
お
い
て
、
例
え
ば

「萩
」
と
い
う
語
が
独
立
語
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
「萩
原
」
の
よ
う
に
、
複
合
語
上
項
や

「秋
萩
」
の
よ
う

に
下
項
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
即
ち
、　
一
つ
の
語

が
、
複
合
や
派
生
を
し
て
多
く
の
語
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
気

づ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
今
集
の
用
語
を
内
部
か
ら
み
て
ゆ
く
。
方
法
と

し
て
は
造
語
法
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
万
葉
集
に
あ
る
造
語
法
か
否
か

を
調
べ
て
み
る
。
た
だ
し
、
語
構
成
そ
の
も
の
を
論
じ
る
の
が
目
的
で
は
な
い

し
、
造
語
法
は
、
語
源
や
、
そ
の
時
代
の
言
語
の
体
系
的
語
彙
を
あ
る
程
度
把

握
し
て
か
ら
で
な
い
と
眺
め
に
く
い
問
題
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
、　
一
つ
の
語

や
語
基
が
い
か
に
多
用
さ
れ
て
い
る
か
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
分

類
法
と
し
て
、
例
え
ば

「萩
」
は
、
「萩

。
萩
原

・
秋
萩

。
唐
萩

・
小
萩
」
が
集

に
見
ら
れ
る
が
そ
れ
全
て
を

「萩
」
と
い
う

一
語
基
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
。
品

詞
が
変

っ
て
も
よ
く
、
「変
る
」
は
、
「変
り
ゆ
く

。
心
変
へ
」
も
含
め
て

一
語

基
グ
ル
ー
プ
と
す
る
。
ご
心
る
」
な
ど
の
、
四
段

・
下
二
段
は
、
同

一
グ

ル
ー

プ
に
し
、
「古
し

。
古
る

ｏ
古
す
」
や
そ
の
複
合
語

・
派
生
語
も
同

一
グ

ル
ー

プ
に
し
た
。
た
だ
し
、
「
ほ
の
か

ｏ
ほ
の
は

・
ほ
の
ぼ
の
」
「
み
を

ｏ
み
を
つ
く

し
」
な
ど
は
別
語
と
し
、
語
源
を
深
く
分
析
追
求
し
て
ゆ
く
方
法
は
と
ら
な
か

っ
た
。
ゆ
え
に
、
「ね
や
」
を

「寝
屋
」
と
考
え
ず

一
語
と
扱

っ
て
い
る
。
自
立

神

谷

か

を

る

語
例
の
な
い
語
基

「―
―
菜

（磯
菜

。
若
菜
ご

「綱
―
∩
手
」
の
み
×
―
通
す

翁
切
り
通
す
」
の
み
ご
も
、
夫
々
一
グ
ル
ー
プ

（
一
例
の
み
で
も
）
と
す
る
し
、

「常
―
翁
夏
」
の
み
ど
の
ご
と
く
、
「常
」
が
自
立
性
の
な
い
も
の
も
同
様

に

扱
う
。
接
頭

・
接
尾
辞
も
、
語
基
の
数
と
し
て
は
含
め
る
。　
一
語
づ
つ
語
史
や

他
作
品
で
の
用
例
を
調
査
し
て
か
ら
語
基
を
決
定
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
ま
ず
は
同

一
語

（基
）
の
多
用
現
象
を
調
べ
る
た
め
に
、
細
か
い
面

は
無
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
用
語
に
つ
い
て
は
、
西
下
経

一
・
滝
沢
貞
扶
祇
の

「古
今
集
総
索
引
」
を
利
用
し
た
が
、
少
し
操
作
し
て
直
し
た
も
の

（「茅
」
な

ど
）
も
あ
る
。
固
有
名
詞

・
枕
詞
は
、
原
則
と
し
て
省
い
て
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
整
理
し
て
数
量
的
に
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
ご
と
く
に
な

っ
た
。

（多

く
扱
う
べ
く
、
総
索
引
に
出
る
別
本
の
語
も
含
む
）

イ
、
異
本
の
歌
を
含
め
ず

（ゆ
え
に
一
一
一
一
首
）
掛
詞

・
物
名
に
し
か
な

い
語

∩
世
一っ』
ｏ
枇
杷
」
な
ど
）
を
除
く
と
語
基
数
は
一
〇
二
〇

口
、
掛
詞
な
ど
の
語
を
省
き
、
異
本
歌
も
含
め
る
と

一
〇
二
六

ハ
、
掛
詞
な
ど
の
語
も
含
め
異
本
歌
も
含
め
る
と

一
〇
七
三

分
」
ぼ
い
猛
蛛
『
［
罐
嘲
¨
赦
働
け
ｒ
稽
鰤
詢
婦
堪
呻
一

一 な
一
け
一

一
中
つ
鯵

七
、
こ
れ
ら
に
は
辞
も
含
む
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
約
半
数
と
い
え
よ
う
。

別
本
の
語
を
省
い
た
り
、
語
基
を
学
術
的
に
認
定
し
た
ら
、
こ
の
数
は
さ
ら
に
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減
ち
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、　
一
語
基
で
派
生
や
複
合
三
語
以
上
∩
萩

・
出
づ

。
心

・
路

・
無
し
」
な
ど
）
は
三
二
一
あ
り
、
複
合
語
の
上
項
に
も
下
項
に
も
な

っ

て
い
る
も
の

（「萩
」
「雲
―
雲
居

。
自
雲
」
な
ど
）
は
一
一
三
、
自
立
例
な
く
、

複
合
語
の
み
の
場
合

（接
辞
や
、
「―
路
」
「―
菜
」
「綱
―
」
、
「逃
れ
―
」
群
″

れ
―
な
り
」
な
ど
）
は

一
一
二
で
あ
る
（数
字
は
重
複
の
場
合
含
む
）。
さ
ら
に
、

孤
例

（複
合
し
た
例
が
な
い
。
「帆

。
は
た
て

。
逃
ぐ

。
短
か
し
」
な
ど
）
も
、

他
に
複
合
形
の
あ
る
語
と
を
語
に
よ
り
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

っ
た
。
（○

印
を
孤
例
、
ゆ
を
複
合
あ
り
、
異
本
歌
も
含
む
。）

イ
、
○

（形
容
詞

・
形
容
動
詞
含
む
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
〇

口
、
〇
―
○
翁
あ
ふ
さ
き
る
さ

ｏ
つ
ら
づ
ゑ

。
さ
む
し
ろ
」
な
ど
）
　
　
四

ハ
、
〇
―
魏
∩
あ
や
め
草

。
祈
り
来

・
埋
れ
木

。
さ
苗
」
な
ど
）
　
　
五
七

二
、
ゆ
―
○
∩
利
江

。
例
「
交
す

。
劇
ひ
・
月
毛

・
翻
さ
ぶ
」
な
ど
）
四
九

ホ
、
〇
―
〇
―
笏
翁
胸
走
火
」
「真
澄
鏡
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

こ
の
分
類
も
学
術
的
厳
密
性
は
な
い
が
、
参
考
に
は
な
ろ
う
。
即
ち
、
千
語
基

余
り
の
う
ち
、
孤
例
や
孤
例
を
含
む
語
は
右
の
よ
う
に
五
百
余
り
で
、
約
半
数

は
互
に
複
合
し
合

っ
た

（０
１
０
な
ど
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
数
量
化
し
て
い

な
い
が
、　
一
次
語

（「藤

。
波

。
夕

・
月

・
夜
」
な
ど
）
、
二
次
語
翁
藤
波

・
月

夜
」
な
ど
）
、
三
次
語
∩
小
夜
中

。
夕
月
夜

。
胸
走
火
」
な
ど
）
と
分
け

て
み

る
と
、
二
次
語
が
多
く
、
し
か
も

一
次
語
を
用
い
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
古
今
集
の
用
語
の
語
彙
の
狭
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
滝
沢

』
か
に
嚇
『
黎
“
¨
な
り
導
嘘
慟
囃
れ
直
ナ
郵
精
¨
妙
な

現
「翡

“
碁
神
蘇
「
い

は
、
動
詞
が
多
い
こ
と
を
も
併
せ
て

「素
材
よ
り
も
そ
れ
を
い
か
に
巧
み
に
精

細
に
叙
述
す
る
か
」
に
主
眼
が
移

っ
た
こ
と
を
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
古
今
集
歌
に
、
素
材
や
状
況
を
か
な
り
限
定
し
た
場
合
の
歌
が
多
く
採
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
あ
ろ
う
。

二

次
に
、
古
今
集
に
あ
り
、
万
葉
集
に
無
い
語
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う

（異
本

期
い
玲
一
ｒ
周
諄
わ
嘲
ｍ
婦
な
猟
」
」
の
場
合
、
語
基
は
考
え
ず
、
派
生

。
複
合

ま
ず
古
今
全
歌

一
一
四
〇
首
を
、
読
人
し
ら
ず

（東
歌

。
神
遊

。
大
歌
所
歌

含
め
）
四
七
九
首
、
撰
者
二
四
九
首
、
そ
の
他
の
人
四

一
二
首
と
三
グ
ル
ー
プ

に
分
け
て
％
を
出
し
て
み
た
。
そ
れ
と
比
し
て
、
異
り

。
延
べ
語
数
を
出
し
た
。

（
た
だ
し
、
異
り
語
数
は
、
三
グ
ル
ー
プ
に
わ
た
っ
て
は
重
複
す
る
語
も
含
め

て
そ
れ
を
異
り
延
べ
語
数
と
し
て
示
し
た
。　
一
グ
ル
ー
プ
内
に
し
か
用
例
な
い

場
合
は
「
の
み
」
の
異
り
語
数
で
示
し
た
）。
す
る
と
、
表
①
の
ご
と
く
で
あ

っ

た
。
こ
の
結
果
、
異
り

。
延
べ
語
数
と
も
に
、
撰
者
の
集
全
体
に
占
め
る
歌
数

の
夫
々
八
割
以
上
か
十
割
以
上
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
延
べ
語
数

で
い
う
と
、
撰
者
で
は
平
均
し
て
一
首
に

一
回
以
上
万
葉
に
な
い
語
が
現
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
の
他
ψ
状
に
入
れ
た
作
者
の
中
で
、
古
今
集
成

立
当
時
存
命
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
に
つ
い
て
は
延
べ
一
三
四
語
ほ
ど
あ
り
、

撲
者
の
二
六
三
語
と
合
わ
せ
る
と
三
九
七
語
と
な
り
、
総
延
ぺ
数

一
〇
〇
六
語

の
四
割
と
な
る
３
一九

・
五
％
）
。ゆ
え
に
、撰
者
や
存
命
者
に
多
い
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
万
葉
に
一
例
し
か
な
く
、
古
今
集
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
も
み
て

お
く
。
表
①
で
あ
る
。
異
語
数
全

一
五
九
語
の
う
ち
撰
者
六
三
例
あ
り
、
集
全

体
で
の
撰
者
歌
数
二
四
九
首
と
比
す
る
と
、
読
人
し
ら
ず
や
他
の
人
の
歌
人
ら

の
よ
り
多
く
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
万
葉
に
な
い
語

（
一
語
し
か
な
い
語
も
含
む
）

は
撰
者
に
多
く
現
れ
る
と
い
え
る
が
、
つ
い
で
に
、
そ
れ
ら
の
語
を

「紀
貫
之

全
歌
集
」
の
用
語
で
み
る
と
、
「全
歌
集
」
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が



わ
か
る
。
即
ち
、
異
り
語
数
の
み
で
み

る
と
、
万
葉
に
な
い
語
で
古
今
集
に
あ

り
貫
之
歌
に
も
あ
る
語
は
二
一
八
語
、

万
葉
に
一
例
の
み
で
古
今
に
あ
り
貫
之

歌
にも
あ
皇
躍
七
璽
写
あ
ヱ
鷺

ず
れ
も
撰
者
全
体
の
比
率
よ
り
高
い
。

三

次
に
、
万
葉
に
な
い
古
今
集
の
語
を

造
語
法
か
ら
み
て
み
よ
う
。

（異
本
歌

も
含
む
。
別
本
の
語
は
省
く
。
固
有
名

詞
は
原
則
と
し
て
省
く
。
万
葉
と
比
較

す
る
場
合
は
、
万
葉
の
を
参
考
に
し
た
。

枕
詞
は
入
れ
た
が
、
造
語
法
と
し
て
分

析
し
に
く
い
面
が
あ
る
の
で
、
そ
の
形

の
ま
ま
で
扱
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
。
掛

詞
に
し
か
な
い
語
は
省
く
）
。
造
語
法

は
、
二
次
語
以
上
は
、
上
項
を
中
心
に

み
た
。
造
語
は
、
三
つ
に
分

け

て
み

た
。
古
今
集
内
部
で
の
語
基
性
、
例
え

ば

「秋
霧
」
は
万
葉
に
な
い
が

「秋
風

。
秋
萩

・
秋
田
」
が
古
今
に
あ
り

（万

葉
に
も
あ
る
の
で
対
象
外
だ
が
）
、
「秋

―
霧
」
と
分
解
し
て
ゆ
く
方
法
を
と
り
、

古
今
に
類
語
例
が
無
く
と
も
万
葉
に
類

語
が
あ
る
場
合
、
例
え
ば
古
今
の

「祈

( )は総数での% 〔 〕は撰者なら撰者の歌数での% 異 り総語数は 650

注 ( )は異り総語数159での% 〔 〕は選者なら撰者の歌数での% 異 り延べ語数とは,

撰者,不知者,その他の三グループにわたっては重複することがあるが,撰者なら撰者

の中では重複しない。「のみ」の数は, その語が撰者なら撰者しか用いていない語の数

である。

表①

総 歌 数
万葉に無い古今集の語

異り延べ語数 延 べ 語 数 単独例 (異 り)

靱∽
”
　
　
″

歌

歌

歌

ず

者

　

　

他

師　　遊
ル　　　　　の

大

東

神

読

撰

　

　

そ

249

(21.D

412

(36.14)

螂の∞
塑＜３．．．♭回
閣の
回

４
・４
ｎ
″ 鋤＜３７．８＞回ヽ

』攣働」仰

ｌ
ｔ
ｌ
ノ
　
Ｄ
Ｏ
　
Ｄ
Ｄ

３２
　
躊
器
＜２６．師
協
＜３６．は

み
　
　
　
　
　
　
　
　
み

の
　
　
　
　
み
　
　
　
　
の

秘
２．４　”
１．４　枷
Ｈ

ヽ

′

―

、

／

１

１

ノ

計  1140 (6Ю ) lCX3

表①

撰   者 63K39。 ③ 〔25。 9

不知者のみ8}"盤⊃aQ 0

その他のみ   38(23.9)〔 9.カ

万葉集に一例の古今集の語 (異 り延ぺ語数) 単  独  例 (異 り)

霞全鞣縫丁大師歌1抑
④・D“D

そ の 他 68(42.8)〔169
(貫之集にも有 り) |(71)に つ



り
来
」
は
、
古
今
に

「祈
る
」
も
派
生
や
他
の
複
合
も
な
い
が
、
万
葉
に

「祈

る

ｏ
祈
り
申
す
」
が
あ
り
、
古
今
の

「潮
貝
」
は
、
古
今
に

「潮
」
は
あ
る
が
、

「潮
―
」
は
他
に
無
い
の
に
万
葉
に

「潮
干

・
潮
騒
」
な
ど
あ
る
。
こ
ん
な
場

合
は
、
万
葉
に
な
ら
っ
た
造
語
法
と
す
る
。
そ
し
て
、
万
葉
に
そ
の
語
基
や
造

語
例
も
み
ら
れ
な
い
語
は
新
出
語
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
ニ
グ
ル
ー
プ
の

他
に
、
音
変
化
な
ど

（あ
か
つ
き
↑
あ
か
と
き
、
あ
な
た
↑
か
な
た
、
あ
は
ゆ

き
↑
あ
わ
ゆ
き
等
）
は
、
万
葉
語
と
関
連
あ
る
グ
ル
ー
プ
と
し
、
そ
こ
に
は
そ

の
他
に
何
ら
か
万
葉
之
関
連
あ

っ
て
、
そ
の
派
生
や
複
合
と
み
て
よ
い
語
令
糸

筋
」
は
、
万
葉
に

「糸
―
」
は
な
い
が

「糸
」
が
あ
る
。
「濁
り
」
「朽
木
」
は

万
葉
に
な
い
が

「濁
る
」
「朽
つ
」
は
万
葉
に
あ
る
等
）
は
こ
こ
に
含
め
て
ゆ

く
。
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
万
葉
の
造
語
法
に
な
ら
う
語
を

Ａ
、
万
葉
の
語
の
派
生
や
複
合
を
Ｂ
、
万
葉
に
無
く
新
出
の
も
の
を
Ｃ
と
す
る
。

そ
し
て
、
派
生

・
複
合
語
は
上
項
中
心
に
語
基
を
分
け
て
ゆ
く

（例
え
ば

「荒

―
す
き
返
す

。
小
日

・
磯
海
」
は
一
語
基
三
語
）
。
分
解
し
に
く
い
語
は
そ

の

注
６

ま
ま

一
語

一
語
基
と
扱
う

（例
え
ば

「あ
と
は
か

。
う
し
ろ
め
た
し
」
な
ど
。

語
源
よ
り
も

一
語
の
多
用
性
に
焦
点
を
合
わ
す
の
が
主
た
る
目
的
な
の
で
、
今

は
そ
れ
も
許
さ
れ
よ
う
）。
又
、
万
葉
に
な
い
古
今
の
語
で
一
種
し
か
な

い
語

基
も
結
果
と
し
て
一
語
と
な
る
∩
秋
―
」
は

「秋
霧
」
し
か
な
い
）。
こ
の
よ
う

に
み
て
ゆ
く
と
、
Ａ
に
は
、　
一
五
五
語

（基
）
そ
の
複
合

。
派
生
含
め
三
五
三

語
、
Ｂ
に
は
一
一
五
雲
只
基
）
そ
の
複
合

・
派
生
含
め
て

一
三
九
語
、
Ｃ
に
は
一

四
二
語
（基
）
そ
の
複
合

・
派
生
含
め
一
五
八
語
と
な
る
。
総
語
基
数
六
五
〇
の

中
で
Ａ
が
半
分
以
上
占
め
、
Ｂ
と
合
わ
せ
る
と
七
六
％
く
ら
い
と
な

っ
て
、
古

今
集
は
、
万
葉
に
あ
る
語
を
用
い
て
派
生
や
複
合
さ
せ
た
り
、
万
葉
に
な
ら

つ

て
造

っ
た
語
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
え
よ
う
。
万
葉
と
関
係
な
さ
そ
う
な
Ｃ
グ
ル

ー
プ
も
、
語
源
的
に
厳
密
に
語
基
を
追
求
し
つ
つ
分
解
す
る
と
Ａ
か
Ｂ
に
入
る
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①

雨金ヒ覇 ]Z。 ・Dmaa

」員     ヨ旨     43(30.3)〔 17.3〕

そ の 他  77(弘 2)〔18.つ

注
７

語
が
極
め
て
多
か
ろ
う
。
表
⑪
に
、　
一
語
基
か
ら

の
派
生
が
三
語
以
上

。
二
語
以
上
現
れ
る
語
基
数

を
示
し
た
。
そ
れ
を
も
含
め
、
Ａ
の
多
い
こ
と
が

日
立
つ
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
古
今
に
あ

っ

て
万
葉
に
無
い
語
は
、
異
り

。
延
べ
語
数
で
六
五

〇
と

一
〇
〇
六
で
あ
り
、
古
今
集
の
総
語
数
と
比

す
る
と
万
葉
に
無
い
語
は
少
い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、
こ
の
章
で
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
万
葉

に
な
い
語
も
、
造
語
法
で
み
る
と
、
万
葉
語
の
派

生
や
複
合
で
あ

っ
た
り
、
そ
の
造
語
法
に
な
ら

っ

た
語
が
大
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事

実
は
し
か
し
、
新
語
と
い
う
の
は
、
い
つ
の
時
代

も
外
国
か
ら
借
用
す
る
の
で
な
い
限
り
、
既
に
あ

る
語
か
ら
造
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
い
う
事
実
に

帰
す
る
。
た
だ
、
Ａ
の
多
さ
や
、
万
葉
に
無
い
語

が
撲
者
に
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
り
万
葉

を
意
識
し
て
造
語
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
つ
け
加
え
る
と
、
Ｃ

グ
ル
ー
プ

一
四
二
語
（基
）
の
使
用
状
況
は
、
表
①

の
通
り
で
あ
る
。
撰
者
の
一
七
％
く
ら
い
に
現
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
読
人
し
ら
ず
や
そ
の
他
の
歌

人
の
％
と
比
し
て
中
間
で
あ
り
、
数
字
に
も
大
差

な
く
、
撰
者
に
多
い
と
は
い
え
な
い
。
ゆ
え
に
、

撰
者
に
、
万
葉
に
無
い
語
の
出
現
率
の
高
か
っ
た

こ
と
と
併
せ
考
え
る
と
、
そ
の
万
葉
に
無
い
語
の

A万葉にならう

B万 葉 に有 る

C万 葉に無 い

155 353(誕_3)
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造
り
方
は
、
Ａ
Ｂ
が
多
い
。
即
ち
、
万
葉
に
無
い
語
と
い
っ
て
も
、
万
葉
の
語

と
関
連
あ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

以
上
の
ご
と
く
調
査
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
段
階
で
気
づ
い
た
こ
と

や
調
査
結
果
を
合
せ
て
古
今
集
の
語
構
成
か
ら
み
た
特
色
の
い
く
つ
か
に
つ
い

て
述
べ
て
み
よ
う
。

一

万
葉
に
な
い
語
は
、
撰
者
や
撰
者
時
代
の
人
に
多
い
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
、

い
か
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
造
語
法
で
、
Ｃ
よ
り
Ａ
Ｂ
が
多

く
、
万
葉
に
無
い
語
も
万
葉
と
大
い
に
関
連
あ
り
、
関
連
の
少
い
Ｃ
グ
ル
ー
プ

に
案
外
撰
者
は
少
い
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
万
葉
に
無
い

語
で
、
選
者
の
み
、
不
明
者
の
み
、
そ
の
他
の
み
に
出
現
す
る
語
は
、
異
り
語
で

夫
々
一
一
四
、
二
一
四
、　
一
八
四
語
で
あ
り
（表
①
）
、
夫
々
の
歌
数
と
の
％
で

は
三
者
と
も
ほ
と
ん
ど
差
は
出
な
か
っ
た
。
撰
者
は
案
外
新
し
い
語
や
造
語
よ

り
も
、
万
葉
以
来
の
伝
統
的
な
語
や
造
語
を
重
ん
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
万

葉
に
無
い
語
の
出
現
率
が
撰
者
に
高
い
の
に
、
そ
の
造
語
法
は
万
葉
に
な
ら

つ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
を
ふ
ま
え
つ
つ
新
し
い
語
や
語
感
を
探
り
、
古

今
集
に
ふ
さ
わ
し
い
用
語
を
選
び
、
歌
の
用
語
と
し
て
の
啓
蒙
意
識
も
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、　
一
方
で
は

「春
立
つ
」

「
血
の
涙
」
の
よ

詢
輔

疇
蒙
『
赦
鼈

新

穐

賊

証

数

輻

鶉

し
た
り
も
し
て
い
る
。
が
、
大
体
は
、
古
来
の
万
葉
の
語
の
復
活
や
蘇
生
を
も

意
識
的
に
行

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
万
葉
に
無
い
語
や

一
例
し
か
無
い

語
の
中
に
は
、
偶
然

一
つ
く
ら
い
し
か
現
れ
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
語
も
含
ま

れ
よ
う

（「
重
し
」
「変
り
ゆ
く
」
「咲
き
初
む
」
「川
風

。
川
霧
」
な
ど
か
）
が
、

死
語
に
近
い
語
や
、
貴
族
の
間
で
あ
ま
り
用
い
な
い
語
も
古
今
集
に
含
ま
せ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば

「仙
人
」

「晩
稲
」
な
ど

の
よ
う
に

（万
葉
に
一
例
と
、
貫
之
に
の
み
有
り
。
「仮
庵
」
も
万
に
一
、
忠
琴

に
の
み
）
元
来
、
木
こ
り
や
農
民
ら
の
生
活
語
彙
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
も

の
を
残
存
さ
せ
、
歌
の
語
と
し
て
意
識
的
に
選
び
と

っ
た
と
思
わ
れ
る
語
も
珍

し
く
な
い
。
そ
れ
は
、
東
歌

・
神
遊
歌

。
大
歌
所
御
歌
も
含
め
て
読
人
し
ら
ず

に
多
い
よ
う
で
あ
る

（「
稲
舟
」
―
東
歌

一
、
万

一
、
な
ど
）。
又
、
逆
に
、
万

葉
に
数
例
か
多
数
あ
り
、
古
今
に
一
例
と
い
う
語
も
、
ほ
ぼ
同
傾
向
に
あ
り
、

「
に
は
鳥

（万
八
、
窮
恒

こ

・
下
草

（万
五
、
不
知

こ

・
廃
る

（万
五
、
不

知

一
）
。
呼
子
鳥

（万
九

・
不
知

一
と

の
よ
う
に
、
撰
者
や
読
人
し
ら
ず
に
多

い
よ
う
だ
。
古
語
や
生
活
語
は
、
歌
謡
や
読
人
し
ら
ず
歌
に
う
け
つ
が
れ
る
こ

と
が
多
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
が
、
撲
者
も
そ
れ
を
意
識
し
て
選
び
、
又
、
自
身

も
摂
取
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

「自
檀
弓
」
は
、
万
葉
に
六
、
貫
之
に
一

例
の
み
だ
が
、
「檀
弓
」
は
万
葉
三
例
、
神
遊
歌

一
例
あ
る
。
「だ
」
は
ヽ
万
葉

で
は
、
「
み
（な
）―
」
と
よ
く
造
語
さ
れ
る
が
、
古
今
で
は
「水
隠
る
（友
則

こ

・
水
上

（忠
琴

一
・
不
知

一
）
・
水
底

（万

一
〇
、
貫
之

一
）
。
水
泡

（万
六
、

貫
之

一
）
・
水
脈

（万

一
二
、
不
知

こ
」
の
ご
と
く
、
撰
者
か
読
人
し
ら
ず
に

多
い

（「水
隠
る

ｏ
水
上
」
は
万
葉
に
無
く
、
万
葉
的
新
造
語
で
あ
ろ
う
）
。
他

に
も
、
例
え
ば
、
「川
風

（万

一
、
貫
之

一
、
不
知

一
）
・
川
辺

（万
三
、
貫
之

こ

。
玉
藻

（万
五
六
、
不
知

・
衣
通
姫

・
友
則

・
貫
之
各

一
）
。
名
残
り

（万

五
、
貫
之

一
）
。
野
山

（万

一
、
友
則

。
忠
琴
各

一
）
・
冬
ご
も
り

（万

一
〇
、

貫
之
二
）
等
々
、
撰
者
や
読
人
し
ら
ず
に
用
い
ら
れ
る
語
は
多
い
。
む
ろ
ん
、

そ
の
他
の
歌
人
の
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

（「古
屋

（万

一
、
一登
一
）
・
古
し

（万
八

・
素
性

一
）
・
部

（万
二
五
、
重

一
ご

等
）
が
、
古
今
集
の
選
歌
の
折

に
、
そ
の
選
歌
基
準
の
一
つ
に
、
古
今
好
み
の
語
や
造
語
法
が
あ

っ
て
、
撰
者



に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
又
、
自
身
も
作
歌
し
た
と
思
え
る
。
例
え
ば

「朝
」
と
い

う
語
は
、
万
葉
四
〇
、
古
今
四
例
あ
る
が
、
こ
の
用
例
差
と
同
様
に
、
「朝
―
」

と
い
う
造
語
は
古
今
で
せ
い
ぜ
い
八
種
な
の
に
、
万
葉
で
は
三
十
八
種
ほ
ど
も

あ
る
。
古
今
集
で
語
基
と
し
て

「白
１

・
秋
―

。
―
心
―

。
―
風

。
―
色
―

。

―
来
」
の
ご
と
く
、
造
語
の
種
類
や
用
例
が
多
い
も
の
は
、
古
今
好
み
の
語
基

と
い
え
よ
う
。
古
今
好
み
の
語
基
の
語
彙
的
特
色
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
紙

面
が
な
い
が
、
気
ま
ぐ
れ
的
好
み
で
な
く
、　
一
つ
の
見
識
を
も

っ
た
も
の
と
思

え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
。

に

古
今
集
の
用
語
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
語
彙
的
限
定

。
狭
さ
を
印
象
づ
け
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、
み
だ
り
に
新
語
を
増
や
さ
ず
、
増
や
す
な
ら
、　
一
語
（基
）

を
多
彩
に
派
生
や
複
合
さ
せ
て
ゆ
く
方
法
を
と

っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

そ
の
狭
さ
の
中
で
、
か
え

っ
て
、
新
し
い
語
感
や
微
妙
さ
を
探

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
「浅
し

。
嬉
し
」
な
ど
、
万
葉
に
も
あ
る
語
に
万
葉
に
も
あ
る
接
尾
辞
を

付
け
て

「浅
み

・
嬉
し
さ
」
に
す
る
な
ど
は
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
万
葉
に
無
か

っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
天
つ
―
星

・
風
」
は
、
万
葉
の
「
天
つ
―

空

・
神

。
印

・
水

。
霧

・
ひ
れ

。
み
か
ど
」
の
類
推
か
ら
の
造
語
で
あ
ろ
う
。

万
葉
に

「秋
―
」
の
用
法
は
多
い
が
、
「秋
霧
」
は
無
い
。
万
葉
に

「
板
―
」
は

あ
る
が

「板
間
」
は
無
く

（古
今
で
は
貫
之

一
例
の
み
）
、
「岩
―
」
も
万
葉
に

あ
る
が

「岩
清
水
」
（古
今
で
は
忠
琴

一
、
不
知
二
）
、
「岩
波
」
（古
今
で
は
貫

之

一
の
み
）
は
無
い
。
複
合
語
の
場
合
、
上
項
語
基
も
造
語
法
も
万
葉
に
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
上
項
語
基
を
接
頭
辞
に
近
く
用
い
て
、
意
識
的
に
種
々
の

微
妙
さ
を
求
め
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

「霧

（万
二
九
、
古
三
と
は
、
万
葉

に
は

「霧
る
」
と
い
う
動
詞
ま
で
あ

っ
た
の
が
無
く
な

っ
て
い
る
が
、

「
天
霧

る

（
不
知

こ
」
は
見
出
せ
る
。
又
、
「秋
霧
」
の
他
に

「朝
霧
（万

一
三
、
古
二
）

ｏ
川
霧

（万

一
、
古
二
）

・
夕
霧

（万
九
、
古

こ
」が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
万
葉

に
も
あ
る
が
、
「
秋
―

・
朝
―

。
川
―

。
タ
ー
」
と
い
う
語
基
は
又
他
と
も
結

合
し
や
す
い
語
基
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
語
基
も
万
葉
に
あ
る
が
、
古
今
集

の
場
合
、
範
囲
が
閉
鎖
的
な
の
で
、
そ
れ
ら
の
用
法
に
あ
る
特
色
が
生
じ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば

「秋
―
」
は
、
「春
１

・
夏
―

。
秋
―

。
冬
―
」
の

中
の
一
つ
の
語
基

（接
頭
語
的
）
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
る
し
、
「朝
―
」
も
、

「朝
―

。
昼
―

。
タ
ー
」
の
一
つ
と
い
う
よ
う
に
対
に
な

っ
て
意
識
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
時
間
的
な
対
と
し
て
は
、
他
に
も

「夜
―

。
昼
―
」
∩
夜

半

・
昼
間
」
な
ど
）
、
「今
―

。
昔
―
」
∩
今
さ
ら

・
昔
辺べ
」
な
ど
）
、
「初
ｍ
“
―

・
古
―
」
翁
初
声

・
古
声
」
な
ど
）
や
、
「咲
く

。
散
る
」
な
ど
も
含
ま
れ
よ
う
。

空
間
で
は
、
「
こ
―

。
そ
―

。
か
―
」
、
「
近
―

。
遠
―

。
遥
―
」

（「近
し

。
遠

し

。
遠
ざ
か
る

ｏ
遥
け
し

ｏ
遥
々
」
な
ど
）
、
「都
―

。
里
―
」
翁
都
人
・里
人
）

な
ど
）
、
「
を
ち

。
こ
ち
―
」
「行
く

。
来
」
「
入
る

ｏ
出
づ
」
な
ど
あ
ろ
う
。
こ

の
他
に
も
、
「大
和
―

。
唐
―
」
翁
大
和
撫
子

・
唐
琴
」
な
ど
）、
「真
―

。
仮
―
」

∩
真
澄
鏡

・
仮
庵
」
な
ど
）
、
「有
―

。
無
―
」
翁
有
り
数

。
無
し
ぶ
」
な
ど
）、

「夢

・
卵
」
、
「対
―

。
小
裁
―
」

（「
大
空

・
卜
萩

・
恭
夜

・
″
舟
」
な
ど
）
、

「白
―

・
黒
―
」
翁
白
糸

・
黒
髪
」
な
ど
）
、
「上
―

。
中
ｌ

ｏ
下
―
」
翁

（水

上
）
。
中
垣

・
下
草
」
な
ど
）
、
「本
―

。
末
―
」
翁
本
疎

・
末
摘
花
」
な
ど
）
、

「浅
―

。
深
―
」
∩
浅
み

。
深
む
」
な
ど
）、
「浮
く

。
沈
む
」
「立
つ
。
居
」
な
ど

も
あ
る
し
、
語
形
と
し
て
対
に
な
ら
ぬ

「
（真
）―

。
片
―
」
翁
片
糸
」
な
ど
）

只
一↓
―

。
奥
―
」
翁
奥
山
」
な
ど
）
な
ど
も
含
め
よ
う
。
む
ろ
ん
語
彙

上

の

き
れ
い
な
対
立
関
係
あ
る
語

（都
人

・
里
人
な
ど
）
は
少
い
し
、
こ
れ
ら
は
ほ

と
ん
ど
万
葉
に
も
あ
る
語
基
や
造
語
法
で
あ
る
が
、
万
葉
よ
り
歌
数
も
語
数
も

少
く
狭
い
古
今
集
の
範
囲
で
用
い
ら
れ
る
と
、
対
概
念
が
目
に
つ
き
や
す
い
。

又
、
「秋
霧

・
夏
衣

・
冬
川

。
冬
草
」
「初
風

。
初
時
雨

・
初
霜

・
初
花
染

。
初



雁
が
音
」
「唐
紅

・
唐
錦

。
唐
琴
」
な
ど
万
葉
に
無
い
語
も
多
く
、
「霧

・
衣

・

川

・
草

・
風

・
霜
」
な
ど
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
普
通
名
詞
を
そ
れ
ら
接
頭
辞
的

語
基
で
微
妙
に
区
分
し
て
、　
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「春

霞

（万
１８
、
古
２．
と
に
対
す
る

「秋
霧

（万
０
、
古
７
と
、
「夏
草

（万
１３
、
古

２
と
に
対
す
る

「冬
草

（万
０
、
古
２
ご
と
い
う
対
意
識
か
ら
造

っ
た
語
も
あ

ろ
う
。
そ
し
て
又
、
「霧

・
衣
」
な
ど
さ
ら
に

「川
霧

・
藤
衣
」
の
ご
と
く
別

の
語
基
と
も
結
合
さ
せ
、
又

「川
風

・
藤
波
」
の
ご
と
く
互
に
循
環
さ
せ
て
ゆ

く
。
万
葉
集
と
異

っ
た
語
基
や
造
語
法
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
に
、
対
性
や
循
環

性
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
素
材
の
範
囲
の
狭
さ
に
も
よ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

り
）
、集
の
歌
の
特
色
を
そ
の
ま
ま
語
や
語
構
成
に
も
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
う
い
う
語
が
気
に
入

っ
て
、
集
に
採
用
し
た
歌
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

ｏ
紅
の
初
相
刻
め
の
色
深
く
思
ひ
し
心
わ
れ
忘
れ
め
や

（恋
四
囲
不
知
）
こ
の

歌
な
ど
初
め
の
強
い
思
い
を
具
象
化
し
た

「初
花
染
」
が
無
け
れ
ば

一
首
の
良

さ
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
又
、
四
季
の
巻
の
み
な
ら
ず
、
季
の
あ
る
歌
は
、
恋

そ
の
他
の
巻
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
季
や

「初
―
」
の
語
も
、
四
季
以
外

の
巻
で
も
少
な
く
な
い
し
四
季
に
な
い
語
さ
え
あ
る
令
夏
衣
」
は
恋
と
雑
体
に

あ
る
。

「夏
野
」
「夏
虫
」
は
恋
に
あ
り
、
い
づ
れ
も
四
季
の
巻
に
な
い
）。
そ

し
て
、
か
か
る
語
は
、
当
代
も
特
に
撲
者
好
み
で
あ

っ
て
、
選
ぶ
の
み
な
ら
ず
、

自
身
も
よ
く
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
「初
―
」
は
、
「初
風

（不
知

一
Ｙ
初
雁

（男
恒

・
貫
之

・
元
方

・
伊
勢

・
黒
主

・
不
知
各

一
）
。
初
雁
が
音

（友
則

一
）

。
初
声

（素
性

一
）
。
初
時
雨

（男
恒

一
）
。
初
霜

（男
恒
三

・
忠
房

一
Ｙ
初
花

（当
純

こ

。
初
花
染

（
不
知

こ
」
で
全
て
だ
が
、
読
人
し
ら
ず
三
名
の
〓
一
例

以
外
は
全
て
存
命
者
で
あ
り
、
撰
者
に
多
い
の
で
あ
る
。
「春
―

・
夏
―
。秋
―

冬
―
」
の
語
も
全
十
八
語

（異
り
）
あ
る
が
、
異
り

。
延
べ
語
数
は
夫
々
表
①

の
通
り
で
あ
り
、
撰
者
の
歌
数
か
ら
す
る
と
や
は
り
撰
者
に
多
い
。
こ
の
他
に

も

「白
―
」
な
ど
も
表
示
の
ご
と
く
同
傾
向
に
あ
る
。
前
述
し
た
対
的

・
接
辞

的
語
基
に
よ
る
語
全
て
に
そ
う
は
い
え
な
い
が
、
古
今
集
ら
し
い
四
季
と

「初

―
」
の
語
基
に
認
め
ら
れ
る
の
は
面
白
い
。
撰
者
の
和
歌
へ
の
好
み
や
傾
向
が

語
彙
に
も
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
又
、
「春
―

・
夏
―

。
秋
―
」
の
多
く
は
、

漢
語
の
訓
読
に
よ
っ
て
万
葉
時
代
に
漢
詩
文
に
造
詣
深
い
歌
人
に
よ
っ
て
生
じ
、

歌
語
と
し
て
以
降
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う
佐
藤
武
義
氏
の
論
が
あ
る
。
平
安
時

代
の
歌
人
も
、
漢
詩
文
と
無
縁
で
な
い
人
は
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
撰
者
は

は
特
に
、
詩
語
と
歌
語
に
鈍
感
で
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ら
を
う
け
つ
い
だ
で
あ
ろ

う
し
又
そ
れ
に
な
ら

つ
た
新
し
い
造
語
も
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「初一」 「四季=」 「白一」

異 り 延べ 異  延 異  延

者

読人しらずら

そ  の 他

撰
７

３

６

４

３

４

器

３．

４

１１

１０

９

％

・３

２６

表
①

歌
の
素
材
や
状
況
の
限
定
に
よ
っ
て
、
結
果
的

に
そ
う
な

っ
た
面
も
あ
ろ
う
が
、
意
識
的

・
意

図
的
に
選
ば
れ

。
造
れ
た
語
も
少
く
な
い
よ
う

に
思
え
る
。
古
今
集
に
四
季
の
巻
の
あ
る
ご
と

く
、
語
と
し
て
四
季
の
語
を
示
す
も
の
が
好
ま

。
　
れ
た
だ
ろ
う
し
、
古
今
集
歌
の
特
色
た
る
推
移

ゴ
　
感
覚
は
、
四
季
の
み
な
ら
ず
、
推
移
の
初
め
と

含

　
終
り
に
興
味
を
持

っ
て

（む
ろ
ん
、
万
葉
に
も

租

　
か
か
る
語
は
珍
し
く
な
い
が
、
古
今
集
の
狭
い

異
　
範
囲
内
で
は
そ
れ
が
や
や
目
立
ち
や
す
い
×
初

詢

一

詢

総

魏

匡

鰹

メ

午

枕

　
空
間
的
推
移
な
ら

「近
―

こ
退
―
」
「行
く

。

わ
　
来
」
な
ど
も
あ
り
（そ
の
複
合
派
生
も
あ
る
。

＜

　
「
散
り
来

・
過
ぎ
ゆ
く
」、
「枯
れ
ゆ
く
（万
〇
、
古

一
と
な
ど
再
び
時
間
的
推
移
に
も
な
る
こ
と
あ



五

以
上
の
よ
う
に
、
語
構
成
の
大
ま
か
な
調
査
か
ら
古
今
集
の
語
彙
の
特
色
を

み
て
き
た
が
、
具
体
的
な
語
基
分
類
表
と
か
、
用
語
集
と
か
を
示
さ
ね
ば
、
そ

の
分
類
の
仕
方
な
ど
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

（む
ろ
ん
ノ
ー
ト

に
用
意
は
し
て
い
る
）。
紙
面
の
都
合
で
省
略
し
た
の
だ
が
、
出
て
き
た
傾
向
は
、

大
ま
か
に
は
間
違

っ
て
い
な
い
と
思
う
。
万
葉
語
と
の
比
較
な
ど
、
語
彙
や
語

構
成
上
の
面
か
ら
も
う
少
し
き
め
細
か
く
や
り
た
い
と
思
う
し
、
古
今
集
時
代

の
私
家
集
や
土
佐
日
記

。
伊
勢
物
語

。
竹
取
物
語
な
ど
と
の
関
連
も
探
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
又
、
作
者
の
分
類
も
別
の
分
け
方
に
よ
っ
て
新
た
な
面
が
見
え
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
個
々
の
語
の
語
史
な
ど
の
研
究
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
把
握
が
出
来
て

か
ら
語
構
成
は
考
察
し
直
し
て
み
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
と
り
あ
え
ず
、

大
ま
か
に
眺
め
て
み
た
。

歌
語
の
定
義
は
む
つ
か
し
く
、
す
ぐ
に
は
筆
者
に
は
扱
え
な
い
が
、
古
今
集

歌
の
語
全
て
が
歌
に
よ
ま
れ
た
語
と
い
う
広
義
の
解
釈
を
と
る
な
ら
、
本
稿
も
、

私
な
り
の
歌
語
の
研
究
の
出
発
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
八
六
・
七
・
十
五

（注
）

１
、

「古
今
集
の
用
語
」
合
国
文
学
』
昭
和
三
二
年
七
月
号
」
な
ど

２
、

「あ
は
れ
な
り
」
は

「あ
は
れ
」
の
形
と
両
方
あ
る
に
対
し
、

「ま
れ
な
り
」
は

「ま
れ
」
が
な
い
。

３
、
こ
の
場
合
、
万
葉
と
古
今
と
で
意
味
が
同
じ
で
′
発
音
の
違
い
に
よ
る
語
も
一
応

別
語
と
み
な
す
。
例
。
あ
た
ら
し
↓
あ
ら
た
し
、
あ
か
つ
き
↓
あ
か
と
き
。
た
だ
し

「夢
」
に
つ
い
て
は
、
万
葉
で

「
イ
メ
」
、
古
今
で

「
ュ
メ
」
で
あ
る
が
、使
用
例
が

多
く

Ｃ

例゙
）、
全
体
の
％
に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
万
葉
と
同
語

と
み
な
し
て
お
い
た
。

４
、
村
瀬
敏
夫
氏

『古
今
集
の
基
盤
と
周
辺
』

５、斃
よ
〓
Ｖ繁
よ
〓
　
酔
よ
ｔ
∨詐
よ
〓

６
、

「う
し
ろ
め
た
し
」
は

「う
し
ろ
目
い
た
し
」
が
語
源
と
い
わ
れ
る
が
、
熟
合
度

が
強
い
し
、
又
集
に

「う
し
ろ
」
も
な
い
の
で
一
語
と
考
え
た
。

７
、
例
え
ば

「あ
だ
」
「あ
だ
―
な
り
・
浪

・
人
・
物
」
の
ご
と
く
、
「な
り
・
浪

・
人

・
物
」
は
万
葉
に
も
多
く
、
「あ
だ
」
「あ
だ
―
」
が
万
葉
に
無
い
の
で
Ｃ
に
入
れ
た

が
、
派
生
や
複
合
語
の
後
項
か
ら
も
み
る
と
し
た
ら
、
Ｃ
の
多
く
は
Ｂ
に
入
る
。

８
、
佐
藤
武
義
氏

「歌
語
と
し
て
の
万
葉
語

『
白
雪
』
に
つ
い
て
∩
文
芸
研
究
』
５０
年

１
月
７８
集
）、

「翻
訳
語
と
し
て
の
万
葉
語
の
考
察
―
「白
雲
』
を
中
心
に
し
て
―
」

合
解
釈
昭
５０
年
１１
月
）、
「同
―
里
ご

「夏
』
界
省

の
複
合
語
を
中
心
に
―
」
（夫
々

『
佐
藤
喜
代
治
教
授
退
官
記
念
国
語
学
論
集
』、
『宮
城
教
育
大
学
国
語
国
文
』
昭
５２

年
４
月
、
「文
芸
研
究
９２
集
』
５４
年
９
月
）

〔な
お
、
異
本
歌
の
歌
は
省
い
て
お
く
べ
き
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

２９
首

増
し
て
も
大
勢
は
不
変
で
あ
る
し
、
多
く
を
扱

っ
て
お
き
た
く
て
含
め
た
。
総

歌
数
は

一
一
四
〇
２

一
一
一
）
、
そ
の
う
ち
、
撰
者
二
四
九
０
一四
三
）
、
そ
の

他
四

一
二
（
四
〇
八
）
、
読
入
し
ら
ず
ら
四
七
九
（
四
六
〇
）
、
カ
ッ
コ
内
が
異
本

歌
除
く
歌
数
で
あ
る
。
な
お
、
「古
今
集
に
お
け
る
『
白
―
』
『
初
―
』
『
四
季
―
』

の
語
彙
―
詩
語
か
ら
歌
語

へ
―
」
に
つ
い
て
『
光
華
女
子
大
学
紀
要
』
（昭
６．
年

・２
月
）
に
載
せ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
〕
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