
・
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
け
る
一
人
称
代
名
詞

塩

澤

和

子

一

ば
じ
め
に

本
居
宣
長
の

『
古
今
集
遠
鏡
』

（
以
下

『
遠
鏡
』
と
略
す
）

は
江
戸
期
を
代
表
す
る
国
学
者
の
俗
語
訳
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
近

世
口
語
資
料
の
一
つ
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
遠
鏡
』
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
宣
長
が
「
は
し
」

で
述
べ
る
よ
う
に
、
尾
張
藩
の
名
家
横
井
十
郎
左
衛
門

（
千
秋
）
か
ら
の

要
請
が
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
岩
田
隆

（
一
九
八
八
）

に
よ
る
と
、
宣
長
が
千
秋
と
初
め
て
対
面
し
た
の
が
寛
政
元

汁1

年
三
月
頃
で
あ
り
、
宣
長
の
千
秋
宛
書
簡
か
ら
推
す
と
、
寛
政
四
年
十
月
三
十
日
の
時
点
で
は

『
遠
鏡
』

の

「
執
筆
に
着
手
し
て
い

・
小
七
ソ
山

る
こ
と
が
判
明
す
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
『
遠
鏡
』
の
稿
本
は
、
、
→
寛
政
五
年
十
月
（
恐
ら
く
は
九
月
下
旬
）
に
は
確
実
に
成
稿
し
て

い
た
」
と
見
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
判
断
す
れ
ば
宣
長
は
千
秋
と
対
面
し
て
か
ら
三
年
半
余
経
っ
て
か
ら
『
遠
鏡
』
の
執
筆
に
か
か
り
、

そ
れ
か
ら
約
一
年
半
余
で
稿
本
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

執
筆
に
着
手
し
た
と
さ
れ
る
寛
政
四
年

（
1
7
9
2
）

十
月
ほ
、
宣
長
六
十
二
歳

（
享
保
十
五
年
1
7
3
0
生
）

の
年
で
、
第
四

回
目
の
古
今
集
の
講
義
を
開
始
し
た
年
で
も
あ
る
。
講
義
は
二
年
単
に
及
ぶ
長
丁
場
で
、
終
了
は
寛
政
七
年
五
月
二
十
六
日
、
宣
長

421

六
十
五
歳
の
時
で
あ
る
。
宣
長
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
四
回
古
今
集
の
全
講
を
行
っ
て
い
る
。



213

第
一
回

‥第二回第
三
回

第
四
回

四
【
凶
日
は
、

明
和
七
年

安
永
三
年

安
永
九
年

寛
政
四
年

（
1
7
7
0
）

（
1
7
7
4
）

（
1
7
8
0
）

（
1
7
9
2
）

一
月
二
十
六
日
～
明
和
八
年
十
月
八
日

一
月
二
十
四
日
～
安
永
四
年
十
月
十
四
日

二
月
十
日
～
天
明
四
年

（
1
7
8
4
）

閏
一
月
十
日

十
月
八
日
～
寛
政
七
年

（
1
7
9
5
）

五
月
二
十
六
日

三
回
目
の
開
始

（
五
十
歳
）

か
ら
十
二
年
後
に
開
か
れ
、
こ
れ
が
最
後
の
講
義
と
な
っ
た
。

前
後
し
て
着
手
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
講
義
完
了
よ
り
一
年
半
も
前
に
成
稿
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

俗
語
訳
は
講
義
の
開
始
と

こ
の
成
稿
は
早
速
千
秋
に

『古今集遠鏡』における…一人称代名詞

贈
ら
れ
た
よ
う
で
、
寛
政
五
年
十
一
月
十
一
日
の
千
秋
宛
書
簡
に
は
「
先
便
古
今
集
詳
ノ
書
さ
し
上
申
候
庭
、
御
落
手
被
成
下
、
思

召
こ
も
相
叶
申
候
御
趣
、
御
純
音
御
丁
寧
之
御
儀
、
私
も
大
慶
奉
存
候

－
略
－

古
今
集
遠
鏡
愈
御
蔵
板
被
仰
付
、
早
速
御
彫
刻

可
被
成
旨
被
仰
下
、
殊
更
記
博
之
通
り
上
彫
二
可
被
仰
付
由
、
別
而
大
慶
仕
候
」
と
い
う
記
述
が
見
え
、
俗
語
訳
が
千
秋
の
意
に
叶
っ

た
ば
か
り
で
な
く
、
早
速
刊
刻
の
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

‥
ほ
3

こ
の
俗
語
訳
の
価
値
に
つ
い
て
、
竹
岡
正
夫

（
1
9
7
6
）

は
、
「
科
学
的
解
釈
学
に
も
と
づ
く
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
も

の
」
と
し
て
、
契
沖
の
帰
納
的
考
証
的
研
究
、
富
士
谷
成
章
の

『
換
玉
帖
』
等
に
見
る
伝
統
に
根
ざ
し
た
表
現
学
的
解
釈
学
と
と
も

‥
ほ
3

に
「
本
居
宣
長
の
解
釈
学
の
結
果
を
示
す
『
古
今
集
遠
鏡
』

の
厳
密
な
る
口
語
訳
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
が
出

＝
ほ
1

て
く
る
の
は
、
宣
長
に
と
っ
て
古
今
集
が
「
十
七
八
な
り
し
ほ
ど
よ
り
『
歌
よ
ま
ほ
し
く
思
ふ
心
い
で
き
て
』
（
『
玉
勝
間
』
巻
二
「
お

の
が
物
ま
な
び
の
有
し
よ
う
」
）

和
歌
に
志
し
て
以
来

1
略
－

最
も
尊
重
さ
る
べ
き
、
そ
し
て
愛
好
し
た
歌
集
で
あ
っ
た
」
こ

と
に
も
関
係
し
よ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
四
回
も
古
今
集
の
全
講
を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
あ

‥
ほ
5

る
ま
い
。
四
回
も
行
っ
た
の
は

「
宣
長
自
身
、
自
分
の
古
今
集
研
究
の
成
果
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
拝
も
、
強
く
働
い
て
い
た
に
違

い
な
い
」

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
成
果
を
ま
た
初
学
者
の
確
実
な
理
解
の
た
め
に
俗
語
訳
で
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る。

さて

『
遠
鏡
』
の
口
語
資
料
の
価
値
で
あ
る
が
、
こ
の
資
料
に
注
目
し
た
研
究
者
の
一
人
に
中
村
幸
彦
（
1
9
7
1
）

が
い
る
。

t
E
6

は7

中
村
幸
彦
は
、
、
→
現
在
ま
で
は
、
近
世
語
の
資
料
は
、
こ
れ
を
専
ら
文
学
作
品
に
あ
ふ
い
で
来
た
」
が
、
「
近
世
語
の
研
究
も
、
中



塩 澤 和 子
古
・
中
世
同
様
、
近
世
言
語
生
活
を
全
般
に
把
握
す
べ
く
文
学
作
品
以
外
の
資
料
に
手
を
延
ば
す
べ
き
時
期
に
」
来
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
述
べ
、
該
当
す
る
資
料
の
「
第
一
に
既
に
若
干
注
目
さ
れ
出
し
た
も
の
で
、
日
本
の
雅
語
、
雅
文
の
俗
語
解
・
俗
語
訳
を

ほ8

掲
」
て
い
る
。
そ
し
て
「
日
本
の
古
典
に
は
本
居
宣
長
の

『
古
今
集
遠
鏡
』

（
寛
政
九
年
刊
）

の
如
き
面
白
い
俗
語
訳
が
あ
る
が
」

と
紹
介
す
る
。

こ
の
中
村
幸
彦
が
取
り
上
げ
て
か
ら
約
十
年
後
、
林
巨
樹
（
1
9
8
0
）

は

『
遠
鏡
』
の
助
動
詞
研
究
の
中
で
、
そ
の
口
語
的
価

値
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
次
に
引
用
す
る
。

‥
托
9

現
代
風
に
言
え
ば
、
口
語
訳
に
よ
っ
て
古
典
に
接
近
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
目
的
で
伝
達
の
機
能
を
果
た
さ
ん
が
た
め
に
口
語
文
を
綴
る
の
で
は
な
い

以
上
、
純
粋
の
口
語
で
な
く
、
原
敬
か
ら
の
訳
文
と
い
う
制
約
を
も
つ
。
原
歌
を
捉
え
対
象
化
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
口
語
を

本
居
宣
長
の
中
で
構
成
し
な
お
す
と
い
う
一
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー
（
濾
過
過
程
）

の
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
真
に
生
き
た

口
語
の
姿
と
ほ
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
限
界
を
考
慮
に
容
れ
つ
つ
、
な
お
そ
れ
は
、
江
戸
中
期
、
明
和
・
安
永
期
の

口
語
資
料
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
－
略
…

い
ま
、
『
遠
鏡
』

が
上
方
語
の
範
疇
に
属
す
る
と
仮
定
し
て
も
、
そ
れ
は
元
禄
期
の
上
方
語
と
化
政
期
の
江
戸
語
確
立
の
間
の

欠
を
う
ず
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
後
期
江
戸
語
を
経
て
近
代
語
へ
向
か
う
過
程
で
の
、
口
語
資
料
の
典
型
と
し
て
の
価
値
を

担
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

林
巨
樹
に
よ
れ
ば
、
『
遠
鏡
』

の
口
語
は
、
「
原
歌
か
ら
の
訳
文
」
で
あ
る
以
上
、
「
真
に
生
き
た
口
語
の
姿
」
を
伝
え
て
い
る
と
は

言
い
難
い
が
、
そ
う
し
た
限
界
は
あ
る
と
し
て
も
、
江
戸
中
期
、
明
和
・
安
永
期
の
口
語
の
資
料
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
。
し
か
も

そ
の
口
語
は
、
元
禄
期
の
上
方
語
と
化
政
期
の
江
戸
語
の
間
の
欠
落
部
分
を
補
う
も
の
と
し
て
、
価
値
が
あ
る
と
い
う
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
点
を
考
慮
し
な
が
ら
、
江
戸
中
期
の
口
語
資
料
と
し
て
の
価
値
を
考
察
す
る
一
環
と
し
て
、
人
称
代
名
詞
を

、rrしハリ

取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
既
に
拙
稿
で
、
敬
譲
の
助
動
詞
（
サ
）

セ
ラ
ル
ル
・
（
ラ
）

ル
ル
・
（
サ
ッ
）

シ
ャ
ル
の
使
用
差
を
考
察

221

し
た
が
、
今
回
は
、
人
称
代
名
詞
の
種
類
が
豊
富
な
江
戸
期
に
あ
っ
て
宣
長
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
人
称
代
名
詞
を
選
出
し
、
訳
し
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分
け
た
の
か
、
そ
の
点
を
考
察
の
中
心
に
据
え
て
、
実
態
を
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
一
人
称
代
名
詞
だ

け
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

俗
語
訳
の
基
本
方
針

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

『
遠
鏡
』
の
全
体
の
構
成
や
俗
言
の
採
用
基
準
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
の
で
詳
述
は
避
け
る
が
、
『
遠
鏡
』

の

「
は
し
」
に
本
稿
で
の
考
察
に
関
わ
る
記
述
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
触
れ
な
が
ら
一
人
称
代
名
詞
に
関
す
る
俗
語
意
識
を
確
認
し

て
お
く
。

「
は
し
」
は

『
遠
鏡
』
を
上
梓
す
る
理
由
、
俗
語
採
用
の
基
本
姿
勢
、
俗
語
観
、
訳
出
法
に
つ
い
て
開
陳
し
た
部
分
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
採
用
す
る
資
格
が
あ
る
俗
言
と
し
て
「
京
わ
た
り
の
詞
」
「
う
ち
と
け
た
る
詞
」
「
を
う
な
の
詞
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に

「か

‥旺11

た
こ
と
」
も
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
「
か
た
こ
と
」

の
具
体
例
と
し
て
列
挙
す
る
中
に
人
称
代
名
詞
が
あ
る
。
「
た
と
へ
ば

お
の
が
こ
と
を
、
う
る
は
し
く
は
わ
た
く
し
と
い
ふ
を
、
は
ぶ
き
て
つ
ね
に
、
ワ
タ
シ
と
も
ワ
シ
と
も
い
ひ
、
ワ
シ
ハ
と
い
ふ
べ
き

を
、
ワ
シ
ャ
、
そ
れ
は
を
ソ
レ
ヤ
、
す
れ
ば
を
ス
レ
ヤ
と
い
ふ
た
ぐ
ひ

－
略
！

こ
と
に
う
ち
と
け
た
る
こ
と
な
る
を
、
こ
れ
は

た
い
き
ほ
ひ
に
し
た
が
ひ
て
は
、
中
々
に
う
る
は
し
く
い
ふ
よ
り
は
、
ち
か
く
あ
た
り
て
聞
ゆ
る
ふ
し
お
ほ
け
れ
ば
な
り
」
と
述
べ

て
い
る
。
人
称
代
名
詞
に
関
す
る
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
、
例
と
し
て
「
わ
た
く
し
、
ワ
タ
シ
、
ワ
シ
、
ワ
シ
ャ
」

の
四
種
類
を
挙
げ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
助
詞
・
助
動
詞
の
よ
う
な
雅
語
と
俗
語
と
の
対
応
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

‥法12

助
詞
・
助
動
詞
の
訳
出
法
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
「
て
に
を
は
の
事
、
ぞ
も
じ
は
、
諾
す
べ
き
詞
な
し
、
～
略
1

今
は
サ
と
い

ふ
辞
を
添
へ
て
、
ぞ
に
あ
て
ゝ
、
花
ガ
サ
昔
ノ
云
々
と
諾
す
、
ぞ
も
じ
の
例
、
み
な
然
り
」
な
ど
と
詳
し
く
解
説
し
、
「
は
し
」

の

．†十山3・▲－，l

記
述
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
永
野
賢
（
1
9
7
5
）

に
よ
れ
ば
、
「
て
に
を
は
」
を
調
査
し
た
結
果
、
「
概
し
て
い
え
ば
、
『
第
二

原
則
』

（
筆
者
注
、
同
形
式
の
雅
語
は
同
じ
俗
語
で
訳
す
方
法
）

が
よ
り
多
く
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
と
述

べ
、
「
宣
長
は
、
私
の
い
わ
ゆ
る

『
第
二
原
則
』

に
よ
っ
て
雅
語
と
俗
語
と
の
対
応
に
つ
い
て
の
俗
語
文
法
意
識
を
確
立
し
た
と
い
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え
よ
う
」
と
評
価
す
る
。
た
だ
し
「
同
時
に
ま
た
、
『
第
一
原
則
』

（
筆
者
注
、
一
つ
一
つ
の
歌
の
心
を
生
か
す
俗
訳
法
）
を
振
り
す

て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
宣
長
の
宣
長
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
思
う
」
と
も
評
す
る
。
永
野
は
「
第
一
原
則
」
を
「
大

前
提
」
、
「
第
二
原
則
」
を
「
一
般
法
則
」
と
、
次
元
の
異
な
る
も
の
と
捉
え
、
「
和
歌
は
文
学
で
あ
り
、
こ
れ
を
俗
語
訳
す
る
こ
と

は
、
単
な
る
語
学
的
作
業
で
な
い
こ
と
、
当
然
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
が
、
俗
語
訳
を
考
察
す
る
際
、
銘
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
代
名
詞
に
関
し
て
は
、
永
野
の

「
第
二
原
則
」
を
立
て
る
手
が
か
り
は
な
い
。
同
形
式
の
雅
語

に
対
し
同
じ
俗
語
で
訳
し
て
い
る
か
否
か
は
、
実
態
を
調
査
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
が
、
和
歌
に
は
必
ず
し
も
一
人
称
代
名
詞
が

出
現
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
た
と
え
出
現
し
て
も
「
わ
れ
」
と
「
わ
が

（身）」

に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
雅
語
と
俗
語
と
の

対
応
関
係
を
見
る
こ
と
の
意
味
が
助
詞
、
助
動
詞
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
は
、
『
遠
鏡
』

全
体
の
調
査
を
実
施
し
、
種
類
、
頻
度
、
出
現
傾
向
を
把
握
し
、
作
者
や
和
歌
の
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
の
方
が

宣
長
の
俗
語
鶴
、
『
遠
鏡
』

の
口
語
資
料
と
し
て
の
価
値
を
考
察
す
る
上
で
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
以
下
、
『
遠
鏡
』
全

体
の
実
態
調
査
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
調
査
の
対
象
と
し
て
使
用
す
る
資
料
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

「
古
今
集
遠
鏡
」

（
六
巻
）
『
増
補

本
居
宣
長
全
集

第
七
』

昭
和
二
年
一
月
十
日

増
訂
再
版
発
行

吉
川
弘
文
館

調
査
対
象
は
、
「
は
し
」
「
仮
名
序
」
「
巻
第
こ
か
ら
「
巻
第
二
十
」
ま
で
の
全
冊
で
あ
る
。
巻
第
心
か
ら
巻
第
二
十
ま
で
に
出
現

す
る
和
歌
の
俗
語
訳
に
は
、
原
敬
を
俗
語
訳
し
た
部
分
と
原
歌
に
は
な
い
言
葉
を
補
っ
て
歌
の
心
が
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
部

分

（
傍
線
部
分
）

が
あ
る
。
ま
た
稀
に
詞
書
の
あ
る
一
部
の
記
述
に
対
し
俗
語
訳
で
ル
ビ
を
施
す
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
9
7
8
の

詞
書
に
は
次
の
よ
う
に
、
「
お
の
が
思
ひ
は
」
に
ル
ビ
が
つ
い
て
い
る
。
ル
ビ
は

（

）

で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。

む
ね
を
か
の
お
ほ
よ
り
が
こ
し
の
固
よ
り
ま
う
で
き
た
り
け
る
時
に
雪
の
ふ
り
け
る
を
見
て
お
の
が
思
ひ
は

（
ワ
シ
ガ
皆
様
ヲ

021

オ
ナ
ツ
カ
シ
ウ
思
フ
思
ヒ
ハ
）

こ
の
雪
の
ご
と
く
な
む
つ
も
れ
る
と
い
ひ
け
る
を
り
に
よ
め
る
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9
7
8

君
が
思
ひ
雪
と
つ
も
ら
ば
頼
ま
れ
ず
春
よ
り
後
は
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ば

2

本
稿
で
は
、
和
歌
の
俗
語
訳
、
詞
書
に
散
見
す
る
俗
語
訳
な
ど
す
べ
て
を
調
査
の
対
象
と
し
た
。

一
人
称
代
名
詞
の
種
類
。
頻
度
。
出
現
傾
向

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

種
類
と
頻
度
を
一
覧
表
に
す
る
と
〔
表
1
〕

の
よ
う
で
あ
る
。
表
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
表
に
示
す
数
億
は
、
俗
語
訳
に
出

現
す
る
同
一
形
式
の
述
べ
語
数
で
あ
る
。
ま
た
一
人
称
代
名
詞
の
ワ
シ
と
ワ
シ
ガ

（
ワ
シ
に
連
体
格
の
格
助
詞
ガ
の
付
い
た
も
の
、

「
ワ
シ
ガ
身
」
な
ど
「
ワ
シ
ガ
」
と
表
記
）
、
ワ
レ
（
「
我
・
吾
」
と
表
記
し
て
あ
る
が
、
す
べ
て
片
仮
名
で
表
記
す
る
）
と
ワ
ガ
（
＝

連
体
詞
、
「
我
心
」
「
我
ガ
袖
」
「
吾
君
」
な
ど
「
我
・
我
ガ
・
吾
ガ
」
の
表
記
も
あ
る
が
、
す
べ
て
片
仮
名
表
記
と
す
る
）
、
ワ
タ
シ

と
ツ
タ
シ
ガ

（
「
ワ
タ
シ
ガ
心
」
な
ど
）
、
ワ
レ
ラ
（
「
我
ラ
ハ
」

の
表
記
も
あ
る
が
、
す
べ
て
片
仮
名
と
す
る
）
と
ワ
レ
ラ
ガ

（「我

ラ
ガ
事
」
と
表
記
し
て
あ
る
が
、
片
仮
名
と
す
る
）

の
う
ち
、
前
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
出
現
頻
度
を
示
し
て
あ
る
が
、
述
べ
語

数
は
い
ず
れ
も
二
語
の
合
計
と
し
て
表
示
し
て
あ
る
。
な
お
ワ
レ
に
は
、
我
々
ド
モ

（
仮
名
序
＝
1
回
）
を
含
め
て
あ
る
。
ワ
シ
ャ

は
、
ワ
タ
シ
ハ
の
融
合
形
、
オ
レ
ヤ
は
、
オ
レ
ハ
の
融
合
形
で
あ
る
が
、
「
は
し
」
で
は
「
こ
と
に
う
ち
と
け
た
る
こ
と
」
と
特
記

し
て
あ
る
た
め
、
別
個
に
扱
っ
た
。
ま
た
「
拙
者
」
は
複
数
形
「
拙
者
ド
モ
」
を
、
「
此
方
（
此
ノ
方
）
」
も
複
数
形
「
此
方
ド
モ
」

を
含
め
て
あ
る
。
ま
た
「
私
」
は
、
ワ
タ
ク
シ
、
ワ
タ
シ
と
二
通
り
の
読
み
が
可
能
だ
が
、
こ
こ
で
は
ツ
タ
ク
シ
に
含
め
て
お
い
た
。

ち
な
み
に
「
私
」
は
、
巻
第
一
、
巻
第
十
、
巻
第
十
六
に
各
1
回
計
3
回
出
現
す
る
。

〔
表
1
〕
を
見
る
と
、
一
人
称
代
名
詞
は
一
六
種
類
確
認
で
き
る
。
頻
度
の
高
い
順
に
列
挙
す
る
と
、
「
ワ
シ
、
オ
レ
、
コ
テ
、

ワ
レ
、
ワ
タ
シ
、
ワ
シ
ャ
、
拙
者
、
ワ
レ
ラ
、
ワ
タ
ク
シ
、
此
方
、
拙
僧
、
自
分
、
身
、
オ
レ
ヤ
、
朕
、
手
前
」
ま
で
数
え
る
こ
と

．rr山▲4・㌧ll

が
出
来
る
。
江
戸
期
の
一
人
称
代
名
詞
は
約
四
〇
種
類
ぐ
ら
い
存
在
す
る
た
め
、
単
純
に
計
算
す
れ
ば
、
こ
の
一
六
種
類
は
そ
の
う
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ち
の
約
四
割
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
四
〇
種
類
の
中
に
は
、
方
言
や
限
ら
れ
た
社
会
の
著
し
か
使
わ
な
い
代
名
詞
も
含
め
て

抜15

あ
る
の
で
、
田
中
章
夫
の
近
世
前
期
上
方
語
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
一
五
種
類
が
挙
が
っ
て
い
る
。

1
最
も
敬
意
の
高
い
場
合
の
言
い
方

（
一
）
人
称
代
名
詞

自称

ブ
タ
ク
シ
・
ワ
タ
シ

（
男
）
・
拙
者
（
町
）
・
ワ
レ
ラ
（
男
）

2

普
通
の
敬
語
表
現
に
み
ら
れ
る
言
い
方

（
一
）

人
称
代
名
詞

自称

ツ
タ
シ
（
女
）
・
オ
レ
・
ミ
（
武
）
・
ミ
ド
モ
（
武
）
・
ワ
レ
ラ
（
女
）
・
ワ
レ
ワ
レ
（
武
）
・
コ
テ
・

コ
テ
ト

（
女
）
・
セ
ッ
シ
ャ

（
武
）
・
ソ
レ
ガ
シ

（
武
）

3

ご
く
軽
い
敬
意
の
あ
る
場
合
の
言
い
方

（
一
）

人
称
代
名
詞

自称

ワ
シ
・
オ
レ
・
ミ

（
武
）
・
ワ
レ

（
武
）
・
ワ

（
武
）

こ
こ
に
は
、
『
遠
鏡
』

に
は
な
い
2
の
ミ
ド
モ

（
武
）
・
コ
チ
ト

（
女
）
・
ソ
レ
ガ
シ

（
武
）
と
3
の
ワ

（
武
）
な
ど
、
主
に
武
士
階

級
の
自
称
が
含
ま
れ
る
一
方
で
、
『
遠
鏡
』
に
あ
る
ワ
シ
ャ
・
此
方
・
自
分
・
オ
レ
ヤ
・
朕
・
手
前
な
ど
は
出
て
い
な
い
が
、
『
遠
鏡
』

の
人
称
代
名
詞
は
、
1
「
最
も
敬
意
の
高
い
」
か
ら
3
「
ご
く
軽
い
敬
意
」
ま
で
の
す
べ
て
の
言
い
方
に
該
当
す
る
、
ほ
ぼ
全
容
を

覆
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

次
に
頻
度
を
見
る
と
、
『
遠
鏡
』

に
は
高
頻
度
の
ワ
シ
＝
2
4
3

（
4
4
％
）
を
始
め
と
し
て
、
頻
度
1
、
2
の
「
身
、
オ
レ
ヤ
、

朕
、
手
前
」
ま
で
含
ん
で
お
り
、
上
下
間
の
頻
度
差
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
一
位
か
ら
二
位
、
二
位

か
ら
三
位
と
順
位
が
下
が
る
に
従
い
、
頻
度
が
半
減
し
て
い
く
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
位
の
ワ
シ
と
二
位
の
オ
レ
だ
け
で
、
3
6
4

（
6
6
％
）
に
も
達
し
て
お
り
、
そ
れ
に
三
位
の
コ
テ
と
四
位
の
ワ
レ
ま
で
含
め
る
と
、
4
6
0
（
8
4
％
）

に
も
達
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
わ
ず
か
4
語
で
8
割
以
上
を
占
め
る
結
果
な
の
で
あ
る
か
ら
、
種
類
が
多
い
割
に
ほ
実
質
的
に
機
能
し
て
い
る
語
が
如
何
に

少
な
い
か
が
わ
か
る
。

次
に
、
巻
ご
と
の
出
現
傾
向
を
見
る
と
、
一
位
の
ワ
シ
は
、
特
に
巻
第
十
一
か
ら
巻
第
十
五
の
「
恋
歌
」

の
部
に
集
中
的
に
出
現

820

す
る
傾
向
を
示
し
、
こ
の
「
恋
歌
」
だ
け
で
ワ
シ
全
体
の
1
7
4

（
7
2
％
）

に
も
達
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
比
較
的
多
く
出
現
す
る
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繹旅 物名 亦一
Juヽ

亦－－
八ゝヽ一

亦二二
ノbヽ一．． 恋四 恋五 哀傷 雉上 雉下 雑鉢 大歌 延べ語数

（％）九 十 十m一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

1 1 17 20 13 21 32 1 4 8 13 4

243（44）
2 21 13 11 14 12 1 3 6 4

1 3 5 5 3 6 8 4 18 7 16 2 121（22）

1 3 4 2 5 1 5 2 52（9）

1 2 2 1 1 1 2

44（8）
1 7 3 1 9 2 2

1 4 3 4

23（4）
1 4 2

3 4 7 1 1 1 22（4）

1 3 1 15（3）

1 1 6（1）

1 1 1 6（1）

1 2 5

1 1 4

1 1 3

2 2

1 1

1

1

4 11 51 39 32 58 71 19 33 42 43 11 549
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〔表1〕

順
古今集

位一人称

は

し

仮

名

序

春上 春下 夏歌 秋上 秋下 冬歌 賀歌 離別

四 五 六 七 八

1

ワシ 2 1 3 2 4 2 6

ワシガ 1

2 オレ 2 5 9 8 16 3

3 コテ 1 8 5 7 2 5 1

4

ワレ／－ドモ 1

ワガ 1 2 1 2 2

5

ワタシ 1 1 2

ワタシガ

6 ワシヤ 1 1 3

7 拙者／－ドモ 1 1 8

8 ワレラ／ワレラガ 1 3

9 ワタクシ／私 1 2

10 此方／－ドモ 2

11 拙僧 2

12 自分 1

13 身

14 オレヤ

14 朕 1

14 手前 1

延 べ 語 数 5 7 13 20 19 26 5 6 8 26
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の
は
、
巻
第
十
人

（
雑
歌
下
）
＝
1
4
、
巻
第
十
九

（
雑
体
）
＝
1
7
で
あ
る
が
、
後
は
頻
度
も
低
く
な
り
、
頻
度
7
か
ら
1
、
2

10

2

と
い
う
巻
ま
で
あ
り
、
中
に
は
1
回
も
出
現
し
な
い
巻
も
あ
る
。
ワ
シ
は
巻
に
よ
る
格
差
が
著
し
く
、
「
恋
歌
」
と
の
関
係
が
特
に

注
意
さ
れ
る
一
人
称
代
・
名
詞
と
い
え
る
。

二
位
の
オ
レ
は
、
「
恋
歌
」

に
も
5
、
6
回
平
均
で
出
現
す
る
が
、
相
対
的
に
頻
度
が
高
い
の
は
、
巻
第
四

（
秋
歌
上
）
、
巻
第
十

七

（
雉
歌
上
）
、
巻
第
十
九

（
錐
体
）
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
三
つ
の
巻
で
は
、
出
現
す
る
代
名
詞
の
中
で
最
も
オ
レ
の
頻
度
が
高

い
。
た
だ
、
オ
レ
の
場
合
、
頻
度
1
、
2
回
や
1
回
も
出
現
し
な
い
巻
も
あ
る
が
、
ワ
シ
に
見
る
よ
う
な
巷
間
の
格
差
は
あ
ま
り
著

軒古今集遠鉄』における一人称代名詞

し
く
な
く
、
平
均
6
、
7
回
の
頻
度
で
巻
全
体
に
渡
り
出
現
し
て
い
る
。

三
位
の
コ
テ
に
な
る
と
、
1
回
も
出
現
し
な
い
巻
、
1
、
2
回
の
巻
も
増
加
す
る
し
、
最
高
は
7
、
8
回
止
ま
り
で
し
か
な
い
が
、

特
定
の
巻
に
偏
る
こ
と
な
く
ほ
ぼ
平
均
4
、
5
回
の
頻
度
で
出
現
す
る
。
出
現
傾
向
に
は
あ
ま
り
特
色
が
見
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
四
位
の
ワ
レ
、
五
位
の
ブ
タ
シ
、
六
位
の
ワ
シ
ャ
、
七
位
の

「
拙
者
」
に
な
る
と
、
出
現
範
囲
は
狭
く
な
り
、
偏

り
が
出
て
く
る
。
ワ
レ
や
ツ
タ
シ
は
巻
第
十
四
以
降
に
比
較
的
集
中
す
る
傾
向
を
示
し
、
ワ
シ
ャ
は

「
恋
歌
」

の
部
に
比
較
的
多
く

現
わ
れ
る
。
「
拙
者
」
は
、
特
に
巻
第
八
に
集
中
す
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
出
現
傾
向
を
見
る
と
、
頻
度
の
高
い
一
人
称
代
名
詞
の
多
く
は
、
巻
の
性
格
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
恋
歌
に
集
中
す
る
ワ
シ
、
秋
歌
・
雑
歌
・
雑
体
に
比
較
的
多
い
オ
レ
、
恋
歌
・
哀
傷
歌
・
雑
歌
な
ど
に
出
現
し
や
す
い
ワ
レ
、

ワ
タ
シ
、
恋
歌
に
出
現
し
や
す
い
ワ
シ
ャ
、
そ
し
て
離
別
歌
に
集
中
し
や
す
い

「
拙
者
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
遠
鏡
』

にお

け
る
一
人
称
代
名
詞
の
待
遇
価
値
を
検
討
す
る
上
で
、
参
考
に
な
る
結
果
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
統
計
の
結
果
、
一
人
称
代
名
詞
の
種
類
、
頻
度
、
出
現
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
以
上
の
結
果

注16

を
参
考
に
、
個
別
の
代
名
詞
の
検
討
に
入
る
。
そ
の
前
に
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
時
枝
誠
記
は
「

（そ

の）

特
質
は
、
話
手
と
の
関
係
概
念
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
話
し
手
が
ど
の
種
の
人
称
代
名
詞
を
使
う

か
は
、
実
際
の
会
話
の
場
面
、
聞
き
手
と
の
関
係
、
話
題
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
ら
を
自
分
と
ど
の
よ
う
に
関
係
付
け

る
か
に
よ
っ
て
決
意
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が

『
遠
鏡
』
に
出
現
す
る
人
称
代
名
詞
は
I
、
先
述
の
林
巨
樹
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
訳
文
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と
し
て
の
性
格
上
、
実
際
の
場
面
に
お
け
る
話
し
手
と
の
関
係
概
念
の
表
現
と
は
な
り
え
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
宣
長
の
日
を
通

し
て
認
識
さ
れ
解
釈
さ
れ
た
結
果
、
選
出
さ
れ
た
人
称
代
名
詞
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
以
降
の
考
察
で
は
、
宣
長
が
和
歌
の
作
者
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
、
和
歌
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
、
そ
の
点
を
考
慮
に
容
れ
な
が
ら
実
態
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
一
首
ご
と
の
和
歌
の
検
討
が
必
要
と
を
る
。
た
だ
し
現
段
階
で
は
5
4
9
語
す
べ
て
に
わ
た

る
検
討
が
完
了
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
「
は
し
」

の
記
述
を
参
考
に
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
て
あ
る
四
種
類
の
一
人
称
代

名
詞
に
限
っ
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
一
Å
称
代
名
詞
と
作
者
と
の
関
係

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
は
し
」

で
例
示
す
る
四
種
類
の
語
の
頻
度
を
挙
げ
る
と
、
ワ
シ
＝
2
4
3
、
ワ
タ
シ
＝
2
3
、
ワ
シ
ャ

＝
2
2
、
ワ
タ
ク
シ

（
私
）
＝
6
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
四
種
類
を
作
者
の
性
差
と
の
関
係
で
捉
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
周
知
の
よ

う
に
古
今
集
の
作
者
は
、
作
者
名
明
記
の

「
男
性
歌
人
」

「
女
性
歌
人
」
と

「
よ
み
人
し
ら
ず
」

（
記
載
の
な
い
も
の
も
含
む
）

に分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
「
よ
み
人
し
ら
ず
」

の
中
に
も
、
詞
書
な
ど
で
作
者
名
が
判
明
す
る
も
の
、
性
差
だ
け
で
も
判
明
す

る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
作
者
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
作
者
を
、
性
差
判
明
の
有
無
を
基
準
に
「
性
差
判
明
」
（
以

下
「
判
明
」
と
略
す
）
、
「
性
差
不
明
」

（
同
「
不
明
」
）
に
二
大
別
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
前
者
は
下
位
項
目
と
し
て

「
男
性
」

「
女
性
」
を
立
て
、
更
に
そ
の
各
々
の
下
位
項
目
に
「
作
者
名
記
名
」
（
同
「
記
名
」
）
、
「
作
者
名
無
記
名
」

（
同
「
無
記
」
）
を
立
て

た
。
「
無
記
」

に
は
、
た
と
え
「
よ
み
人
し
ら
ず
」

で
も
詞
書
な
ど
で
性
差
の
判
定
が
可
能
を
も
の
、
あ
る
い
は
「
返
し
」
な
ど
で

相
手
か
ら
性
差
の
判
定
の
で
き
る
も
の
な
ど
を
含
め
た
。
以
上
は
和
歌
の
俗
語
訳
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
調
査

対
象
に
「
詞
書
」
、
「
仮
名
序
」
な
ど
も
含
め
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
数
億
は
参
考
と
し
て
「
そ
の
他
」
を
立
て
、
一
括
し
た
。
結
果
は

〔
表
2
〕

の
通
り
で
あ
る
。
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〔表2〕

作者

人

称

性 差 判 明

性差不明 その他 合 計男 性 女 性

記名 無記 記名 無記

ワシ 48 1 14 7

1

82 3 155

88

49 2

70

ワシガ 25 1 17 1

44

26 18

44

ワシヤ 1 4 2

14 1 221 6

ワタシ 3 6 6

1 16

12

15

ワタシガ 2 41

5

7 7

ワタクシ 1 1 1 3

私 2 1 3

合 計 82 3 46 17 140 6 294

203

12
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表
を
見
る
と
、
性
差
の
明
不
明
を
基
準
と
す
る
分
類
で
明
ら
か
な
差
違
が
出
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
ワ
シ

（
ワ
シ
ガ
）
、

ワ
シ
ャ
の
二
語
は
、
「
判
明
」
「
不
明
」

の
い
ず
れ
に
も
出
現
す
る
が
、
ワ
タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
、
「
私
」
は
、
「
判
明
」

の
方
だ
け
に
出

現
し
、
性
差
の
判
定
が
で
き
な
い
歌
に
は
1
回
も
出
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

個
別
に
見
る
と
、
ワ
シ
は
「
判
明
」
対
「
不
明
」
が
〔
7
0
対
紀
〕
、
ワ
シ
ガ
は
〔
4
4
対
4
4
〕
で
あ
り
、
ワ
シ
の
方
は
幾
分
「
不
明
」

の
頻
度
が
高
い
と
し
て
も
、
「
判
明
」
と
「
不
明
」
の
勢
力
は
ほ
ぼ
伯
仲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
「
判
明
」
の
方
で
は
「
男
性
」

対
「
女
性
」
が
ワ
シ
〔
4
9
対
2
1
〕
、
ワ
シ
ガ

〔
2
6
対
1
8
〕

で
、
男
性
の
方
が
数
倍
が
高
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
古
今
集
の
歌
人
が
相
対

的
に
男
性
の
方
が
多
い
こ
と
に
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
男
女
と
も
に
用
い
る
点
か
ら
見
て
、
作
者
名
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
る
、
男
女
共
有
語
的
性
格
の
人
称
代
名
詞
と
言
え
る
か
と
思
う
。

ワ
シ
ャ
は
「
判
明
」
対
「
不
明
」
が
〔
7
対
1
4
〕

で
、
「
不
明
」

の
方
が
倍
の
数
倍
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
判
明
」

の
方
で
は

「
男
性
」
対
「
女
性
」
が
〔
1
対
6
〕
と
女
性
の
方
が
高
い
。
ワ
シ
ャ
は
、
名
前
、
身
分
、
階
級
す
ら
特
定
で
き
な
い
よ
う
な
歌
人

で
の
使
用
が
多
い
が
、
男
性
よ
り
女
性
歌
人
に
多
く
用
い
て
い
る
点
か
ら
見
る
と
、
女
性
語
的
性
格
の
強
い
人
称
代
名
詞
で
あ
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。

ワ
タ
シ
・
ワ
タ
シ
ガ
は
、
い
ず
れ
も
「
判
明
」

の
方
だ
け
に
出
現
す
る
。
「
男
性
」
対
「
女
性
」

で
は
ブ
タ
シ

〔
3
対
1
2
〕
、
ワ
タ

シガ

〔
2
対
5
〕
と
、
女
性
の
方
の
数
億
が
高
い
。
女
性
は
「
記
名
」
「
無
記
」

い
ず
れ
に
も
出
現
す
る
が
、
男
性
の
方
は
す
べ
て

「
記
名
」

の
み
で
あ
る
。
ワ
タ
シ
は
、
男
女
が
共
有
し
て
い
る
と
は
言
え
、
女
性
語
的
性
格
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

ワ
タ
ク
シ
、
「
私
」
も
「
判
明
」
の
方
だ
け
に
出
現
す
る
。
「
男
性
」
対
「
女
性
」
は
、
ワ
タ
ク
シ
〔
1
対
1
〕
、
「
私
」
〔
3
対
0
〕

で
、
ワ
タ
ク
シ
は
男
女
共
有
語
と
見
ら
れ
る
が
、
「
私
」
と
表
記
す
る
場
合
は
男
性
専
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
以
上
の
結
果
を
も
と
に
、
作
者
名
が
明
ら
か
な
歌
に
焦
点
を
当
て
、
ど
の
作
者
に
ど
の
種
類
の
人
称
代
名
詞
を
当
て
て

い
る
の
か
、
代
名
詞
の
選
択
に
は
作
者
の
身
分
、
相
手
と
の
対
人
関
係
な
ど
が
関
与
し
て
く
る
の
か
、
同
一
作
者
に
は
い
ず
れ
も
同

一
形
式
の
人
称
代
名
詞
を
当
て
る
の
か
、
そ
れ
と
も
歌
の
内
容
や
相
手
と
の
関
係
に
よ
っ
て
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を

220

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
、
各
語
の
待
遇
価
値
を
探
っ
て
み
た
い
。

13
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五

ワ
シ
。
ワ
シ
ャ
。
ワ
タ
シ
¢
ワ
タ
ク
シ
と
和
歌
と
の
関
係

作
者
名
の
明
ら
か
な
男
性
・
女
性
歌
人
と
一
人
称
代
名
詞
を
整
理
す
る
と
、
〔
表
3
・
1
〕
〔
表
3
・
2
〕
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、

参
考
ま
で
に
作
者
不
詳
の
歌
に
出
現
す
る
数
倍
（
〔
表
2
〕
よ
り
引
用
）
を
〔
表
3
・
3
〕

に
挙
げ
て
お
く
。

14
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〔表3・1〕

表3・1 男 性 ワシヤ ワシ‡ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計

1 在原 業平 7 4 1 12

2 紀 貫之 3 4 1 8

3 凡河内窮恒 3 3 6

4 在原 元方 4 1 5

5 壬生 忠琴 4 1 5

6 紀 友則 3 2 5

7 清原探養父 3 1 4

8 宗岳 大嶺 3 1 4

9 河原左大臣 1 1 1 3

10 源 宗子 3妻 3

11 素性 法師 2… 1 3

12 兼芸 法師 2… 2

13 小野 貞樹 1 1 2

14 藤原 輿風 1 1 2

15 文屋 廉秀 2 2

16 兼 覧 王 1 1

17 坂上 是則 1 1

18 下野 雄宗 1 1

19 平 中興 1 1

20 平 元幾 1 1

21 橘 清樹 1 1

22 藤原 忠行 1 1

23 布留 今道 1 1

24 在原 行平 1 1

25 大江 千里 1 1

26 小野 良材 1 1

27 平 貞文 1 1

28 藤原 勝臣 1 1

29 貞朝 臣登 1 1

30 小野 春風 1 1

31 藤原 良房 1 1

合 計 1 48 25 5 1 2 82
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〔表3・2〕

表3・2 女 性 ワシヤ ワシ‡ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計

1 伊勢 2 2 8 1 1 14

2 小野 小町 3 3 1 7

3 藤原 因香 1 3 4

4 くそ 1 1 2 4

5 開院 1 1 1 3

6 寵 メグミ 1 1 1 3

7 藤原 兵衛 1 1 2

8 三国町 2 2

9 陸奥 1 1 2

10 閑院重みこ 2 2

11 二條 1 1

12 紀乳母 1 1

13 小野小町姉 1 1

合 計 4 14 17 10 1 0 46

〔表3・3〕

表3・3作者名不詳 ワシヤ ワシ ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計

1 男 性 1 1 1 3

2 女 牲 2 7 1 7 17

3 性差不明 14 82 44 140

合 計 16 90 46 7 0 1 160

該
当
す
る
男
性
歌
人
は
3
1
名
、
女
性
歌
人
は
1
3
名
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
を
見
る
と
、
男
女
と
も
必
ず
し
も
一
種
類
だ
け

の
一
人
称
代
名
詞
を
当
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
中
に
二
種
類
又
は
そ
れ
以
上
を
併
用
さ
せ
て
い
る
歌
人
も
あ
る
。
た
だ
男
性
の

方
が
女
性
よ
り
併
用
例
は
少
な
く
、
3
1
名
中
2
5
名
に
は
ワ
シ
だ
け
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
ツ
タ
シ
だ
け
は
貞
朝
臣
登
、
小
野
春
風
の

020

2
名
、
ワ
タ
ク
シ
だ
け
ほ
藤
原
良
房
の
1
名
、
「
私
」
だ
け
ほ
文
屋
康
秀
の
1
名
で
あ
る
。
併
用
は
、
ワ
シ
と
ワ
シ
ャ
が
河
原
左
大

15
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臣
の
1
名
、
ワ
シ
と
ブ
タ
シ
が
在
原
業
平
、
紀
貫
之
、
素
性
法
師
の
3
名
で
あ
る
。

l

対
す
る
女
性
の
方
は
、
ワ
シ
だ
け
は
、
三
国
町
、
二
条
、
陸
奥
、
紀
乳
母
の
4
名
、
ワ
タ
シ
だ
け
は
小
野
小
町
姉
、
開
院
五
の
み

16
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こ
の
2
名
で
、
残
り
7
名
は
併
用
で
あ
る
。
2
語
の
併
用
は
、
ワ
シ
と
ワ
シ
ャ
が
「
く
そ
」
と
寵
の
2
名
、
ワ
シ
と
ツ
タ
シ
が
藤
原

兵
衛
、
小
野
小
町
、
閑
院
、
藤
原
因
香
朝
臣
の
4
名
、
4
語
の
併
用
は
、
伊
勢
の
1
名
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
作
者
名
を
手
が
か
り
に
人
称
代
名
詞
を
見
る
と
、
宣
長
は
必
ず
し
も
同
一
の
歌
人
に
同
形
式
の
代
名
詞
を
当
て

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
歌
人
に
よ
っ
て
は
2
語
又
は
4
語
を
併
用
さ
せ
、
訳
し
分
け
て
い
る
実
態
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
は
、

恐
ら
く
宣
長
は
俗
語
訳
の
際
、
作
者
の
身
分
、
対
人
関
係
、
歌
の
内
容

（
巻
の
性
格
も
含
め
）

な
ど
を
勘
案
し
て
、
適
切
な
一
人
称

代
名
詞
を
選
出
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
こ
で
少
し
具
体
的
に
男
性
歌
人
、
女
性
歌
人
ご
と
に
、
作
者
の
身
分
、
対
人
関
係
、

和
歌
の
内
容
を
検
討
し
な
が
ら
、
各
語
の
訳
し
分
け
の
実
態
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

五
I
l

男
性
歌
人

l

ワ

シ

ャ

男
性
で
唯
一
ワ
シ
ャ
が
出
現
す
る
の
は
、
河
原
左
大
臣
で
あ
る
。
左
大
臣
の
歌
は
古
今
集
に
二
首
採
録
さ
れ
て
お
り
、
7
2
4
は

ワ
シ
の
み
、
8
7
3

（
例
1
）

に
は
ワ
シ
と
ワ
シ
ャ
が
共
存
す
る
。
な
お
原
文
に
あ
る
傍
線
部

（
「
筋
を
引
た
る
は
、
歌
に
は
な
き

詞
な
る
を
、
そ
へ
て
い
へ
る
所
の
し
る
し
な
り
」
と
あ
る
部
分
）

は
、
例
文
で
は
省
い
た
。
詞
書
に
散
見
す
る
ル
ビ

（
俗
語
訳
の
部

分）

は
原
文
の
該
当
す
る
記
述
の
下
に

（

）

で
示
す
。

例1

五
節
の
あ
し
た

（
ア
ク
ル
ア
サ
）

に
か
む
ざ
し
の
玉
の
お
ち
た
り
け
る
を
見
て
た
が
な
ら
む
と
ゝ
ふ
ら
ひ
て

（
ヌ
シ
ヲ
ク
ツ

ネ
テ
）

よ
め
る

河
原
ノ
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

8
7
3

ぬ
し
や
た
れ
と
へ
ど
し
ら
玉
い
は
な
く
に
さ
ら
ば
な
べ
て
や
あ
は
れ
と
思
は
む

○
此
玉
ノ
主
ハ
タ
レ
ヂ
ヤ
ト
ト
ヘ
ド
モ

管
ワ
シ
ヤ
シ
ラ
ヌ
〈
ト
云
テ

タ
レ
モ
ワ
シ
ガ
ノ
ヂ
ヤ
ト
云
モ
ノ
モ
ナ
シ

誰レ



塩 澤 和 子
ガ
ノ
ヂ
ヤ
ト
云
モ
ノ
モ
ナ
イ
ニ

ソ
ン
ナ
ラ
エ
フ
ベ
ノ
舞
姫
ヲ
バ
誰
レ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
ニ
惣
々
ヲ
ア
、
ハ
レ
イ
ト
シ
ャ
ト
思

ウ
テ
ヤ
ロ
カ
イ

上
旬
又
主
シ
ハ
誰
レ
ヂ
ヤ
ト
玉
ニ
ト
ヘ
ド
モ
イ
ハ
ヌ
ニ

例1

（
8
7
3
）

は
「
雑
歌
上
」

に
分
類
さ
れ
る
、
若
い
娘
た
ち
に
戯
れ
る
よ
う
な
内
容
で
、
「
男
子
の
無
遠
慮
で
あ
か
ら
さ
ま
な

、ご」7・㌧′一l

要
求
に
相
手
の
女
性
た
ち
が
困
惑
し
て
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
歌
」

（
竹
岡
・
下
6
6
0
頁
）

と
許
さ
れ
て
い
る
。
ワ
シ
ャ

の
出
現
す
る
の
は
「
此
玉
ノ
主
ハ
タ
レ
ヂ
ヤ
」
と
問
わ
れ
た
舞
姫
達
が
皆
「
ワ
シ
ャ
シ
ラ
ヌ
」
と
返
答
す
る
会
話
の
部
分
で
あ
り
、

ワ
シ
ャ
は
舞
姫
達
の
自
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
、
お
そ
ら
く
ふ
ざ
け
た
歌
に
登
場
す
る
舞
姫
達
で
あ
る
の
で
、
彼
女
ら

の
自
称
に
ワ
シ
ャ
を
当
て

「
こ
と
に
う
ち
と
け
た
る
」
感
じ
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
左
大
臣
の
歌
に
出

現
す
る
ワ
シ
ャ
は
、
男
性
で
な
く
女
性
の
自
称
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
俗
語
訳
に
は
男
性
の
自
称
の
例
は
一
つ
も
存
在

し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ワ
シ
ャ
は
女
性
専
用
語
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
7
2
4
は
、
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
え
に
」
と
、
心
乱
れ
る
恋
の
心
情
を
詠
っ
た
も
の
で
、
「
恋
歌
」

に

分
類
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
心
ヲ
テ
ラ
ス
ワ
シ
ヂ
ヤ
ナ
イ
ゾ
ヱ
」
と
ワ
シ
が
現
れ
る
。

2

ワ

タ
、
ン

ワ
タ
シ
が
出
現
す
る
の
は
、
在
原
業
平

（
7
0
5
＝
例
2
）
、
紀
貫
之

（
5
8
9
＝
例
3
）
、
素
性
法
師

（
3
5
6
＝
例
4
）

（以

上
3
名
は
ワ
シ
と
併
用
）
、
貞
朝
臣
登
（
7
6
9
＝
例
5
）
、
小
野
春
風
（
9
6
3
＝
例
6
）
（
以
上
2
名
は
単
独
）
の
5
名
で
あ
る
。

例2

藤
原
ノ
敏
行
ノ
朝
臣
の
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
を
あ
ひ
し
り
て
ふ
み
つ
か
は
せ
り
け
る
を
こ
と
ば
に
い
ま
ゝ
う

で
く
雨
の
ふ
り
け
る
を
を
む
見
わ
づ
ら
ひ
侍
る

（
オ
ツ
、
ケ
蓼
候
ガ
ア
メ
フ
リ
候
ヲ
デ
カ
ケ
ニ
ク
、
候
ユ
ヱ
シ
バ
シ
見
合
七

屠
申
候
）

と
い
へ
り
け
る
を
き
ゝ
て
女
に
か
は
り
て
よ
め
り
け
る

在
原
ノ
業
平
ノ
朝
臣

00
19

7
0
5

か
ず
〈
に
思
ひ
お
も
は
ず
と
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
ほ
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る

17
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0
ワ
タ
シ
ガ
コ
ト
ヲ
シ
ン
セ
ツ
ニ
思
召
テ
下
サ
ル
ヤ
ラ
サ
ウ
モ
ナ
イ
ヤ
ラ

ソ
コ
ノ
ホ
ド
ハ
ド
ゥ
モ

キ
、
夕
ヾ
シ
ガ
タ
サ
ニ

l

18

コ
ヨ
ヒ
ノ
雨
デ
ソ
レ
ヲ
考
へ
テ
見
テ

ソ
レ
デ
ワ
シ
ガ
身
ノ
仕
合
七
不
仕
合
セ
モ
シ
レ
ル
ヂ
ヤ
ガ

ソ
ノ
雨
ハ
サ
此
ヤ
ウ

ニ
段
々
卜
大
ブ
リ
ニ
ナ
リ
マ
ス

コ
レ
デ
ハ
ワ
シ
ガ
不
仕
合
セ
モ
シ
レ
タ
ヂ
ヤ
ワ
イ
ナ

此
雨
デ
ワ
シ
ガ
身
ノ
仕
合
不
仕

合
ヲ
知
ル
ト
申
ス
ワ
ケ
ハ

マ
ア
タ
ヾ
今
ノ
御
文
ノ
通
ナ
レ
バ

此
雨
ガ
止
ン
ダ
ナ
ラ

御
出
ガ
ア
ラ
ウ
シ
ヤ
ッ
ハ
リ
フ
ツ

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

タラ

御
出
ハ
ア
マ
イ
デ
ヤ

ス
レ
ヤ
此
雨
ハ
ワ
シ
ガ
身
ノ
仕
合
不
仕
合
ノ
シ
レ
ル
雨
ヂ
ヤ
ワ
サ
テ

例3

や
よ
ひ
ば
か
り
に

（
ジ
ブ
ン
ニ
）
も
の
ゝ
た
う
び
け
る

（
イ
ヒ
ケ
ル
）

人
の
も
と
に
又
人

（
又
外
ノ
人
ガ
）

ま
か
り
て
せ
う

そ
こ
す
と
き
ゝ
て
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

5
8
9

露
な
ら
ぬ
心
を
花
に
お
き
そ
め
て
風
ふ
く
ご
と
に
も
の
お
も
ひ
ぞ
つ
く

○
花
ニ
ハ
露
ガ
オ
ク
モ
ノ
ヂ
ヤ
ガ

ソ
ノ
露
デ
ハ
ナ
イ
ワ
タ
シ
ガ
心
ヲ

オ
マ
ヘ
ノ
花
ニ
オ
キ
ソ
メ
テ
ヰ
ル
ユ
ヱ
こ

風
ノ
フ

ク
タ
ビ
ニ

花
ガ
ヨ
ソ
ヘ
チ
ラ
ウ
カ
ト

ソ
コ
ヘ
心
ガ
ツ
イ
テ
サ

思
ヒ
コ
ト
ガ
ゴ
ザ
ル

ド
ゥ
カ
ヨ
ソ
ヘ
チ
リ
サ
ウ
ナ
ウ

ハ
サ
モ
チ
ラ
ト
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ッ
タ
ゾ
ヱ

例
4

よ
し
み
ね
の
つ
ね
な
り
が
よ
そ
ぢ
の
賀
に
む
す
め
に
か
は
り
て
よ
み
侍
け
る

3
5
6

萬
代
を
ま
つ
に
ぞ
君
を
い
は
ひ
つ
る
千
年
の
陰
に
す
ま
む
と
思
へ
ば

そ
せ
い
ほ
う
し

○
君
ハ
萬
代
ノ
御
寿
命
ヲ
待
ツ
ナ
レ
バ

ソ
ノ
マ
ッ
ト
云
名
ノ
松
デ
サ
オ
イ
ハ
ヒ
申
シ
マ
ス
ル

サ
ウ
シ
テ
ソ
ノ
千
年
モ
ア

ル
松
ノ
カ
ゲ
ニ
鶴
ノ
ス
ム
ヤ
ウ
ニ

ワ
タ
シ
モ
君
ノ
千
年
ノ
オ
カ
ゲ
ヲ
蒙
ツ
テ
英
二
長
り
居
マ
セ
ウ
ト
存
ジ
マ
ス
レ
バ
サ

例5

さ
だ
の
ゝ
ぼ
る

7
6
9

ひ
と
り
の
み
な
が
め
ふ
る
や
の
つ
ま
な
れ
ば
人
を
し
の
ぶ
の
草
ぞ
お
ひ
け
る

○
長
雨
ガ
フ
レ
パ
フ
ル
イ
家
ノ
紆
ハ

ク
サ
ツ
テ

忍
草
ガ
ハ
エ
シ
ゲ
ル
ヤ
ウ
ニ
タ
ツ
タ
ヒ
ト
リ
物
思
ヒ
ノ
シ
ン
キ
ナ
ナ

ガ
メ
パ
ッ
カ
リ
シ
テ
月
日
ヲ
オ
ク
ル
ワ
タ
シ
ナ
レ
バ

人
ヲ
懸
シ
ノ
ブ
心
ノ
忍
ブ
草
ガ
サ
シ
ゲ
ウ
ナ
ル
ワ
イ

例6

左
近
ノ
将
監
と
け
て
侍
け
る

（
ノ
官
ヲ
メ
シ
ア
ゲ
ラ
レ
タ
ル
）
時
に
女
の
と
ふ
ら
ひ
に
お
こ
せ
た
り
け
る
返
り
事
に
よ
み
て

遺
し
け
る

を
の
ゝ
は
る
か
ぜ
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9
6
3

あ
ま
び
こ
の
音
づ
れ
し
と
ぞ
今
は
思
ふ
我
か
人
か
と
身
を
た
ど
る
世
に

○
ワ
タ
シ
モ
御
聞
及
ピ
ノ
ト
ホ
リ
ノ
仕
合
セ
デ

タ
ウ
ワ
ク
致
シ
テ

我
身
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
存
ズ
ル
時
節
ニ

カ
ヤ
ウ
ニ
御

訪
下
サ
ル
レ
バ

今
デ
ハ
モ
ウ
ハ
ヤ

天
人
ノ
御
尋
子
下
サ
レ
タ
ヤ
ウ
ニ
サ
存
ジ
マ
ス
ル

サテ〈御深切ナヨウコ

ソ
御
尋
子
下
サ
レ
タ
レ

あ
ま
彦
と
は
、
天
上
の
人
を
い
へ
り
、
物
語
ど
も
に
、
こ
れ
か
れ
見
え
た
り
、

例2

（
7
0
5
）

に
は
、
ワ
シ
ガ
は
「
ワ
シ
ガ

（
身
ノ
）
仕
合
不
住
合
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
表
現
で
4
回
線
り
返
さ
れ
る
が
、
ワ
タ

シ
は
、
ワ
タ
シ
ガ
コ
ト
と
、
俗
語
訳
の
冒
頭
に
唯
一
回
出
現
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
詞
書
に
「
女
に
か
ほ
り
て
よ
め
り
け
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
業
平
が
「
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
」

に
成
り
代
わ
っ
て
藤
原
敏
行
朝
臣
に
返
す
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
業
平
の
歌
で
ワ
シ
だ
け
が
出
現
す
る
の
は
、
6
3
、
6
4
6
、
7
0
7
、
7
8
5
の
四
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
い
ず
れ
も
相
手
の
女
性
の
歌
に
対
す
る

「
返
し
」
で
あ
り
、
男
性
で
あ
る
業
平
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は

男
性
の
自
称
と
し
て
ワ
シ
を
用
い
て
い
る
。

例3

（
5
8
9
）

は
作
者
名
が
記
し
て
な
い
が
、
「
貫
之
ら
し
い
歌
で
あ
る
。
詞
書
の
敬
語
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」

（竹

岡
・
下
1
8
7
）

に
従
い
、
作
者
は
紀
貫
之
と
し
て
扱
っ
た
。
こ
の
歌
の
相
手
に
つ
い
て
は
「
詞
書
の
敬
語
の
使
い
方

（
筆
者
注
、

「
物
の
た
う
び
け
る
人
」
と
あ
る
と
こ
ろ
。
「
の
た
う
び
」
は
「
の
た
ま
ひ
」

の
変
化
。
古
今
集
の
詞
書
に
は
特
別
の
場
合
の
外
は

敬
語
を
使
っ
て
い
な
い
、
と
あ
る
）

か
ら
し
て
相
手
の
女
性
は
身
分
の
高
い
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」

（
竹
岡
・
下
1
8
7
）

と
許
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
ワ
シ
が
出
現
す
る
方
の
貫
之
の
歌
は
4
2
、
5
7
2
、
5
8
8
、
5
9
7
、
6
0
4
、
7
2
9
、
8
0
4

と
七
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
相
手
は
、
「
4
2

は
つ
せ
の
や
ど
り
け
る
家
の
あ
る
じ
」

「
5
8
8

や
ま
と
に
侍
り
け
る
人
」
な

ど
具
体
的
に
説
明
す
る
入
物
か
ら
「
7
2
9

私
の
心
を
染
め
た
人
」
「
8
0
4

世
の
中
の
人
」
な
ど
不
特
定
の
人
物
ま
で
い
る

が
、
そ
の
中
に
は
詞
書
で
敬
語
を
用
い
る
よ
う
を
人
物
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
紀
貫
之
の
歌
で
唯
一
、
「
ワ
タ
シ
ガ
心
」
と

ワ
タ
シ
ガ
が
出
現
す
る
の
は
、
身
分
の
高
い
女
性
に
つ
か
わ
し
た
と
推
測
さ
れ
る
歌
だ
け
で
あ
る
。

619

例4

（
3
5
6
）

の
素
性
法
師
の
歌
は
、
「
よ
し
み
つ
の
つ
ね
な
り
」

の
長
寿
を
言
祝
ぐ
「
賀
歌
」

で
、
詞
書
に
「
む
す
め
に
か

19



195『古今集遠鏡』における一人称代名詞

は
り
て
よ
み
侍
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
業
平
の
例
2

（
7
0
5
）

と
同
じ
、
男
性
が
女
性
に
仮
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
他

20

に
素
性
法
師
の
歌

（
5
5
5
）

に
、
出
家
の
僧
侶
の
立
場
で

「
つ
れ
も
な
き
人

（
ワ
シ
が
思
フ
人
）
」
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
ワ
シ
の
み
が
出
現
す
る
。
こ
れ
も
在
原
業
平
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

例
5
（
7
6
9
）

の
作
者
、
貞
朝
臣
登
に
つ
い
て
は
「
貞
朝
臣
登

備
中
守
仁
明
御
子
第
十
五

－
略
！

母
三
国
町
更
衣
」
（
竹

岡
・
下
4
8
2
）
と
あ
り
、
仁
明
天
皇
の
第
十
五
番
目
の
御
子
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
閲
し
竹
岡
は
「
ふ
る
や
の
つ
ま
な
れ
ば
」
を
「
古

屋
の
軒
端

（
つ
ま
）
な
れ
ば
」
と
「
妻
な
れ
ば
」
を
掛
け
て
い
る
と
解
し
、
「
こ
の
私
も
、
た
だ
一
人
物
思
い
に
沈
む
ば
か
り
で
月

日
を
過
ご
し
て
い
る
、
そ
ん
な
妾
の
境
遇
な
の
で
－
略
－
」
と
訳
し
て
い
る
。
宣
長
の
俗
語
訳
で
は
「
秦
」
を
掛
け
て
解
釈
し
て
い

る
と
は
読
み
と
れ
な
い
が
、
も
し
妻
の
立
場
で
詠
ん
だ
と
解
す
れ
ば
、
業
平
、
素
性
法
師
と
同
様
、
女
性
に
仮
託
し
た
歌
と
な
る
。

宣
長
は
、
仁
明
天
皇
の
御
子
の
立
場
を
考
慮
し
て
自
称
に
ブ
タ
シ
を
用
い
た
の
か
と
も
推
測
す
る
。

例6

（
9
6
3
）

の
小
野
春
風
は
「
正
五
下
右
少
将
、
父
母
不
審
」

（
竹
岡
・
下
2
8
7
）

と
あ
る
。
歌
の
内
容
は
、
左
近
の
将

監
の
官
が
解
か
れ
て
い
た
時
、
女
の
見
舞
い
に
寄
越
し
た
返
事
と
し
て
「
あ
の
時
の
解
官
の
知
ら
せ
は
、
私
に
と
っ
て
天
彦
の
訪
問

し
て
来
た
と
、
今
に
な
っ
て
は
思
う
の
さ
」
と
詠
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
竹
岡
は
「
あ
ま
び
こ
」
を
「
天
彦
（
こ
だ
ま
）
」
と
解

し
「
畿
言
に
よ
る
解
官
を
ま
こ
と
に
的
確
に
と
ら
え
た
効
果
的
な
語
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
宣
長
は
「
あ
ま
び
こ
」
を
「
あ
ま

び
と
」
と
解
し
、
「
あ
ま
彦
と
は
、
天
上
の
人
を
い
へ
り
」
と
述
べ
、
以
下
山
彦
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
誤
り
で
あ
る
旨
、
詳
細
に

説
明
し
て
い
る
。
春
風
の
歌
は
、
他
に
6
5
3
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
一
人
称
代
名
詞
は
出
現
し
な
い
。
ち
な
み
に
宣
長
が
9
6
3

の
歌
で
春
風
の
自
称
に
ツ
タ
シ
を
当
て
た
の
は
、
恐
ら
く
春
風
が
自
分
の
罷
免
の
知
ら
せ
を
「
あ
ま
び
こ
の
お
と
づ
れ
し
」
と
捉
え

た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
身
分
か
ら
み
て
、
春
風
は
貞
朝
臣
登
の
よ
う
な
御
子
の
立
場
で
は
な

い
し
、
ま
た
相
手
の
女
性
は
、
紀
貫
之
の
歌
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
詞
書
に
敬
語
を
用
い
る
ほ
ど
の
身
分
で
も
な
い
。
こ
の
歌
が
他

の
四
首
と
異
な
る
点
は
、
唯
一
、
喩
え
と
し
て
ン
「
天
上
の
人
」
を
登
場
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
ブ
タ
シ
を
採
用

し
た
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

以
上
、
男
性
歌
人
の
俗
語
訳
に
出
現
す
る
ツ
タ
シ
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
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（
1
）

女
に
か
は
り
て
よ
め
る
歌

（
2
）

身
分
あ
る
女
性
に
よ
め
る
歌

（
3
）

御
子
の
歌

（
4
）

天
上
の
人
を
喩
え
た
歌

在
原
業
平
・
素
性
法
師

紀
貫
之

貞
朝
臣
登

小
野
春
風

『
遠
鏡
』
の
俗
語
訳
で
は
、
男
性
歌
人
の
場
合
、
併
用
例
を
検
討
し
た
結
果
か
ら
、
ワ
シ
は
「
恋
歌
」
な
ど
で
男
性
の
自
称
と
し
て

広
く
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ワ
タ
シ
の
方
は
、
（
1
）

から

（
4
）

に
挙
げ
る
よ
う
な
特
殊
な
条
件
下
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
結
果
に
よ
り
、
「
は
し
」
で
「
は
ぶ
き
て
つ
ね
に
、
ワ
タ
シ
と
も
ワ
シ
と
も
い
ひ
」
と
並
列
す

る
記
述
と
相
違
す
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
男
性
で
は
「
つ
ね
に
」
は
ワ
シ
を
用
い
、
ワ
タ
シ
は
特
殊
な
条
件
下
で
の
使
用
に

限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

ワ
タ
ク
シ
／
私

ツ
タ
ク
シ
が
出
現
す
る
の
は
、
藤
原
良
房
（
5
2
＝
例
7
）
、
「
私
」
は
文
屋
康
秀
（
8
＝
例
8
、
4
4
5
＝
例
9
）

の
各
1
名
で

あ
る
。

例7

染
殿
ノ
后
の
お
ま
へ
に
花
が
め
に
櫻
の
花
を
さ
ゝ
せ
給
へ
る
を
見
て
よ
め
る

52

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
お
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し

前
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

○
年
数
ヲ
経
マ
シ
タ
レ
バ

ワ
タ
ク
シ
モ
イ
カ
ウ
年
ハ
ヨ
リ
マ
シ
タ
ガ

サ
リ
ナ
ガ
ラ

ア
ナ
タ
ノ
御
繁
昌
ナ
サ
ル
ル
此
御

殿デ

カ
ヤ
ウ
ニ
花
ヲ
見
マ
ス
レ
バ

ナ
ン
ニ
モ
物
思
ヒ
モ
ゴ
ザ
リ
マ
セ
ヌ

例8

あ
る
人
の
い
は
く

さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
き
み
の
寄
也

二
條
后
の
と
う
宮
の
み
や
す
む
所
（
御
母
儀
様
）
と
き

こ
え
け
る
時
（
申
シ
タ
）
正
月
三
日
（
康
秀
ヲ
）
お
ま
へ
に
め
し
て
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
あ
ひ
だ
に
日
は
て
り
な
が
ら
雪
の
（
康
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秀
ガ
）

か
し
ら
に
ふ
り
か
ゝ
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

（
オ
ヨ
マ
セ
ア
ソ
バ
サ
レ
タ
）

ふ
ん
や
の
や
す
ひ
で

8
春
の
日
の
ひ
か
り
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き

○
此
節
ノ
春
ノ
日
ノ
光
ノ
ヤ
ウ
ナ
雉
有
イ
御
意
ミ
ヲ
蒙
リ
マ
ス
ル
私
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
レ
ド
モ

年
ヨ
リ
マ
シ
テ
カ
ヤ
ウ
ニ
頭

ガ
雪
ニ
ナ
リ
マ
ス
ハ
サ
難
義
二
存
ジ
マ
ス
ル

コ
マ
リ
マ
シ
タ
物
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス

例9

二
條
ノ
后
春
宮
の
み
や
す
む
所

（
御
母
儀
）
と
申
け
る
時
に

め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

（
オ
ヨ

マ
セ
ナ
サ
レ
タ
）

ふ
む
や
の
や
す
ひ
で

4
4
5

花
の
本
に
あ
ら
ざ
ら
め
ど
も
咲
に
け
り
ふ
り
に
し
こ
の
み
な
る
時
も
が
な

○
此
ケ
ヅ
リ
花
ヲ
見
マ
ス
レ
バ

花
ノ
咲
ク
ベ
キ
木
デ
モ
ア
ル
マ
イ
ケ
レ
ド
モ
花
ガ
サ
キ
マ
シ
タ
ワ
イ

致
セ
バ
ナ
ル
マ
ジ

イ
木
ヘ
モ
木
賓
ノ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ

年
ヨ
リ
マ
シ
タ
私
ガ
此
身
モ
ド
ゥ
ゾ
立
身
イ
タ
ス
時
節
モ
ア
レ
カ
シ
ト
願
ヒ
マ
ス
ル
儀

デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス

例7

（
5
2
）

は
前
の
太
政
大
臣
藤
原
良
房
の
歌
で
あ
る
。
『
大
鏡
』

には

「
こ
の
殿
ぞ
藤
氏
の
初
め
て
太
政
大
臣
、
摂
政
し
給

ふ
。
…
略
i

御
女
の
染
殿
后
の
御
前
に
桜
の
花
の
瓶
に
挿
さ
れ
た
る
を
御
覧
じ
て
、
か
く
詠
ま
せ
給
へ
る
に
こ
そ
。
「
（
歌
、
五
二
）
」
、

后
を
花
に
た
と
へ
申
さ
せ
給
へ
る
に
こ
そ
」

（
竹
岡
・
上
3
5
0
頁
）

と
記
述
し
て
あ
る
。
ワ
タ
ク
シ
は
、
藤
原
氏
の
初
代
の
太
政

大
臣
良
房
の
自
称
と
し
て
、
娘
の
染
殿
后
（
藤
明
子
、
文
徳
女
御
、
清
和
母
后
）

の
前
で
后
を
桜
の
花
に
喩
え
て
詠
ん
だ
歌
の
俗
語

訳
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例8

（
8
）

と
例
9

（
4
4
5
）

は
い
ず
れ
も
文
屋
康
秀
が
、
二
条
后
が
東
宮
の
御
息
所
と
称
し
て
い
た
時
に
后
の
前
で
詠
ま
せ

ら
れ
た
歌
で
、
二
首
と
も
「
裏
に
春
宮
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
自
分
で
あ
る
が
、
す
で
に
老
境
に
あ
る
わ
び
し
さ
を
、
折
か
ら
の
状

況
に
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
」
（
竹
岡
・
上
2
5
3
）
に
相
当
す
る
。
文
屋
康
秀
の
歌
は
五
首
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
残
る
三
首
（
2
4
9
、

2
5
0
、
8
4
6
）
に
は
一
人
称
代
名
詞
は
出
現
し
な
い
。
ち
な
み
に
〔
表
3
・
3
〕
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
私
」
は
、
男
性
で
「
よ

み
人
知
ら
ず
」

の

「
哀
傷
歌
」

（
8
4
4
＝
例
1
0
）

に
も
出
現
す
る
。

22



塩 澤 和 子

例10
め
の
お
や
の
思
ひ
に
て

（
妻
ノ
親
ノ
忌
中
デ
此
ヨ
ミ
人
ガ
）

山
寺
に
偉
け
る
を
あ
る
人
の
と
ふ
ら
ひ
つ
か
は
せ
り
け
れ
ば
返

り
事
に
よ
め
る

よ
み
人
し
ら
ず

8
4
4

あ
し
ひ
き
の
山
べ
に
今
は
す
み
染
の
衣
の
袖
の
ひ
る
と
き
も
な
し

○
利
モ
モ
ウ
ハ
ヤ
只
今
ハ

御
聞
及
ピ
ノ
通
り

山
二
住
ミ
ハ
ジ
メ
マ
シ
テ

泣
テ
バ
カ
リ
ヲ
リ
マ
ス
レ
バ

服
ノ
袖
ノ
カ

ワ
キ
マ
ス
ヒ
マ
モ
ゴ
ザ
リ
マ
セ
ヌ

こ
こ
で
「
私
」
を
使
う
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
れ
が
「
哀
傷
歌
」
で
あ
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ワ
タ
ク
シ
、
「
私
」
は
、
例
1
0
を
除
く
三
首
は
、
す
べ
て
后
の
御
前
で
詠
ん
だ
歌
に
出
現
す
る
も
の
で
、
「
は
し
」

の
「
お
の
が
こ

と
を
、
う
る
は
し
く
は
わ
た
く
し
と
い
ふ
」
と
い
う
記
述
に
対
応
す
る
。

以
上
、
男
性
歌
人
に
出
現
す
る
一
人
称
代
名
詞
を
検
討
し
た
結
果
、
待
遇
価
値
は
、
〔
ワ
シ
ー
ワ
タ
シ
ー
ワ
タ
ク
シ
・
私
〕

の順

序
で
、
次
第
に
敬
意
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五
－
二

女
性
歌
人

先
述
し
た
よ
う
に
、
女
性
歌
人
は
ワ
シ
だ
け
が
4
名
、
ワ
タ
シ
だ
け
が
2
名
で
、
あ
と
は
2
語
ま
た
は
4
語
を
併
用
す
る
の
が
7

名
い
る
。
そ
こ
で
男
性
と
同
様
、
併
用
す
る
歌
人
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
伊
勢
の
例
だ
け
は
別
に
扱
う
。

1

ワ

シ

ャ

ワ
シ
ャ
が
出
現
す
る
の
は
、
寵
（
3
7
6
川
例
1
1
）
、
く
そ

（
1
0
5
4
＝
例
1
2
）
、
伊
勢
（
後
述
）

の
歌
と
先
述
の
河
原
左
大
臣

の歌

（
8
7
3
＝
例
1
）

に
登
場
す
る
舞
姫
の
自
称
と
し
て
で
あ
る
。

192
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例11
ひ
た
ち
へ
ま
か
り
け
る
と
き
に
ふ
ぢ
は
ら
の
き
み
と
し
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

1

3
7
6

あ
さ
な
け
に
見
べ
き
君
と
し
頼
ま
ね
ば
思
ひ
た
ち
ぬ
る
く
さ
枕
な
り

寵

24

○
毎
日
ア
ハ
レ
ル
公
利
梯
ヂ
ヤ
ト
ハ
頼
マ
レ
ヌ

ミ
ヅ
ク
サ
イ
御
心
ナ
レ
バ

ソ
レ
ユ
ヱ
ワ
シ
ヤ
存
ジ
立
ツ
テ
常
陸
へ
下
リ

マ
ス
ル
今
度
ノ
旅
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス

例12

くそ

1
0
5
4

よ
そ
な
が
ら
我
身
に
い
と
の
よ
る
と
い
へ
ば
た
ゞ
い
∨
つ
は
り
に
す
く
ば
か
り
也

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

○
ソ
ン
ナ
コ
ト
ハ
ワ
シ
ヤ
夢
ニ
モ
シ
ラ
ヌ

ス
レ
ヤ
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ

ワ
シ
ガ
イ
ト
コ
ガ

ワ
シ
ニ
怒
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ

ヨ
ソ

ナ
ガ
ラ
云
ノ
ハ

ソ
レ
ヤ
ホ
ン
ノ
コ
ト
デ
ハ
ナ
イ
デ
ヤ

タ
ヾ
ウ
ソ
ニ
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ
云
バ
カ
リ
ヂ
ヤ

ソ
レ
ガ
モ

シ
ホ
ン
ノ

コ
ト
ナ
レ
ヤ

ワ
シ
ガ
方
へ

何
ン
ト
ゾ
云
ヒ
カ
ケ
サ
ウ
ナ
物
ヂ
ヤ
ワ
サ
テ

例11

（
3
7
6
）

の
窺
の
歌
は
、
頼
り
に
な
ら
な
い
相
手
（
藤
原
公
利
）

で
あ
る
か
ら
、
と
う
と
う
思
い
切
っ
て

（
「
思
ひ
た
つ
」

には

「
思
ひ
断
つ
＝
あ
き
ら
め
る
」
と

「
立
つ
＝
旅
立
つ
」
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
）

旅
立
つ
こ
と
に
し
た
と
い
う
心
境
を
詠
っ
た

も
の
で
、
「
思
ひ
た
ち
ぬ
る
」
に
当
た
る
俗
語
訳
に
「
ソ
レ
ユ
ヱ
ワ
シ
ャ
存
ジ
立
ッ
テ
」
と
、
ワ
シ
ャ
が
出
現
す
る
。
窺
に
は
他
に

二
首
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ワ
シ
、
ワ
シ
ガ
で
あ
っ
て
、
ワ
シ
ャ
は
用
い
て
な
い
。
例
え
ば
6
4
0

（
恋
歌
）

の

「
し
の
の
め
の
わ
か

れ
を
ゝ
し
み
」

の
歌
で
は
、
「
夜
明
け
の
別
れ
を
惜
し
く
思
っ
て
」

（
竹
岡
・
下
2
6
4
頁
）

泣
く
心
情
を
詠
う
と
こ
ろ
に
「
ワ
シ
ガ

サ
マ
ヅ
泣
キ
ハ
ジ
メ
タ
」
と
ワ
シ
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
7
4
2

（
恋
歌
）

の

「
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
は
へ
る
」

の
歌
で
は
、
「
伝

言
さ
え
絶
え
、
い
よ
い
よ
二
人
の
間
は
ぷ
っ
つ
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
」

（
竹
岡
・
下
4
3
2
頁
）

と
、
失
恋
の
嘆
き
を
詠
っ
て
い
る

が
、
「
ワ
シ
ガ
方
ヘ
ト
云
テ
ハ
子
カ
ラ
コ
ト
ツ
テ
モ
ナ
イ
」
と
、
傍
線
部
で

「
ワ
シ
ガ
方
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ワ
シ
と

ワ
シ
ャ
に
つ
い
て
は
、
ワ
シ
が
「
ワ
シ
ガ
サ
」

「
ワ
シ
ガ
方
」

の
形
式
で
夜
明
け
の
別
れ
や
失
恋
の
嘆
き
を
詠
う
歌
に
、
ワ
シ
ャ
が

恋
人
と
の
別
れ
を
き
っ
ぱ
り
決
意
し
た
歌
に
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

例12

（
1
0
5
4
）

の

「
く
そ
」

の
歌
は
、
「
誹
讃
歌
」

に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
「
わ
が
身
に
い
と
こ
の
寄
る
」
に
「
糸
の
経
る
」
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を
掛
け
る
な
ど
「
恋
の
歌
を
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
に
日
常
茶
飯
事
に
か
ら
め
寄
せ
て
、
－
略
－

お
ど
け
た
感
じ
の
伴
う
と
こ
ろ
に

俳
語
が
あ
る
」

（
竹
岡
・
下
1
0
9
7
）

と
許
す
る
。
こ
の
歌
に
は

「
ワ
シ
ャ
夢
ニ
モ
シ
ラ
ヌ
」

「
ワ
シ
ニ
恋
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
」

「ワ

シ
ガ
イ
ト
コ
ガ
」

「
ワ
シ
ガ
方
へ
」
と
、
ワ
シ
と
ワ
シ
ャ
が
共
存
し
て
い
る
が
、
ワ
シ
ャ
は

「
お
ど
け
た
感
じ
」
を
表
出
す
る
効
果

を
狙
っ
た
よ
う
で
、
先
の
河
原
左
大
臣
の
歌
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
な
お
「
く
そ
」

の
歌
は
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

2

ワ

タ
、
ン

ワ
タ
シ
が
出
現
す
る
の
ほ
、
小
野
小
町
姉
（
7
9
0
＝
例
1
3
）
、
開
院
の
五
の
み
こ
（
8
5
7
＝
例
1
4
）
、
藤
原
因
香
朝
臣
（
7
3
6
・

7
3
8
＝
例
1
5
・
1
6
）
、
藤
原
兵
衛

（
7
8
9
＝
例
1
7
）
、
小
野
小
町

（
9
3
8
＝
例
1
8
）
、
開
院

（
8
3
7
＝
1
9
）
、
伊
勢

（
後
述
）

の
7
名
で
あ
る
。
前
二
者
は
ツ
タ
シ
だ
け
の
使
用
だ
が
、
他
は
ワ
シ
な
ど
と
併
用
す
る
。

例13

あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
の
や
う
や
く
か
れ
か
た
に
な
り
け
る
あ
ひ
だ
に
や
け
た
る
ち
の
葉
に
文
を
さ
し
て
つ
か
は
せ
り
け
る

こ
ま
ち
が
あ
ね

7
9
0

時
過
て
か
れ
ゆ
く
を
の
ゝ
浅
茅
に
は
今
は
思
ひ
ぞ
た
え
ず
も
え
け
る

○
秋
モ
過
テ
冬
ガ
レ
ニ
ナ
ツ
タ
野
ハ

火
ヲ
ツ
ケ
テ
ヤ
イ
テ
モ
エ
ル
物
ヂ
ヤ
ガ

テ
ウ
ド
其
通
リ
デ
年
ガ
イ
テ
オ
マ
ヘ
ノ
御

心
ノ
カ
レ
〈
ニ
ナ
ツ
タ
ワ
タ
シ
ハ

今
デ
ハ
モ
ウ

ジ
ャ
ウ
ヂ
ウ
ム
子
ノ
思
ヒ
ガ
サ
モ
エ
マ
ス
ワ
イ
ナ

ソ
レ
デ
此
浅

茅
モ
此
通
リ
ニ
ヤ
ケ
マ
シ
タ

ゴ
ラ
ウ
ジ
テ
下
サ
リ
マ
セ

例14

式
部
卿
ノ
み
こ
開
院
の
五
の
み
こ
に
す
み
わ
た
り
け
る
を

（
ノ
モ
ト
ヘ
タ
エ
ズ
カ
ヨ
ヒ
）

い
く
ば
く
も
あ
ら
で
女
み
こ

（五

ノ
ミ
コ
）

の
み
ま
か
り
に
け
る
時
に
か
の
み
こ
の
す
み
け
る
帳
の
か
た
び
ら
の
ひ
も
に
ふ
み
を
ゆ
ひ
つ
け
た
り
け
る
を
と
り

て
見
れ
ば
む
か
し
の
手
（
五
ノ
ミ
コ
ノ
）

に
て
此
寄
を
な
む
か
き
つ
け
た
り
け
る

8
5
7

か
ず
〈
に
我
を
わ
す
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
山
の
霞
を
あ
は
れ
と
は
見
よ

190

○
御
凍
切
二
思
召
テ
ワ
タ
シ
ガ
コ
ト
ヲ
御
忘
レ
下
サ
レ
ヌ
モ
ノ
ナ
ラ
バ
山
ヘ
タ
チ
マ
ス
霞
ヲ

ア
ハ
レ
ト
ハ
思
召
テ
ゴ
ラ
ウ
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ジ
テ
下
サ
リ
マ
セ

山
ノ
霞
ガ

ワ
タ
シ
ガ
煙
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
跡
ノ
ユ
カ
リ
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
ル
ホ
ド
ニ

例15

右
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
す
ま
ず
な
り
に
け
れ
ば

（
モ
ウ
カ
ヨ
ハ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
タ
レ
バ
）

か
の
む
か
し
お
こ
せ
た
り
け
る
文

ど
も
を
と
り
あ
つ
め
て
か
へ
す
と
て
よ
み
て
お
く
り
け
る

典
侍
藤
原
ノ
よ
る
か
の
朝
臣

7
3
6

た
の
め
し
こ
し
言
の
薬
今
は
か
へ
し
て
む
我
身
ふ
る
れ
ば
お
き
ど
こ
ろ
な
し

○
コ
レ
マ
デ
イ
ロ
〈
ト
末
頼
モ
シ
サ
ウ
ニ
オ
ツ
シ
ャ
ツ
テ
下
サ
レ
タ
御
文
ド
モ
、

モウ

（
い
ま
は
）
御
モ
ド
シ
申
シ
マ

26
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例 例
17 16

セ
ウ
ゾ
ワ
タ
シ
ガ
身
ガ
此
ヤ
ウ
ニ
ア
カ
レ
テ
シ
マ
ウ
ク
レ
バ

今
デ
ハ
モ
ウ
此
ヤ
ウ
ナ
御
文
ナ
ド
ハ

此
方
ニ
ハ
オ
キ
ド

コ
ロ
ガ
ゴ
ザ
リ
マ
セ
ヌ

題
し
ら
ず

よ
る
か
の
朝
臣

7
3
8

玉
ぽ
こ
の
道
は
つ
ね
に
も
ま
ど
は
な
む
人
を
と
ふ
と
も
我
か
と
思
は
む

○
オ
マ
ヘ
ハ
今
デ
ハ

毎
夜
御
通
ヒ
ナ
サ
ル
所
ガ
外
ニ
ア
ル
ヂ
ヤ
ガ

タ
マ
タ
マ
今
夜
コ
レ
ヘ
御
出
下
サ
レ
タ
ハ

定
メ
テ

道
ヲ
ト
リ
チ
ガ
ヘ
ナ
サ
ツ
タ
デ
ア
ラ
ウ
ヂ
ヤ
ケ
レ
ド
モ

此
り
へ
ト
テ
モ

イ
ツ
デ
モ
コ
ヨ
ヒ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ド
ゥ
ゾ
道
ヲ
ト

リ
チ
ガ
ヘ
テ
御
出
下
サ
レ
バ
ヨ
ゴ
ザ
リ
マ
ス

ソ
シ
タ
ラ
鎗
ノ
人
ノ
所
へ
御
出
ナ
サ
ル
ノ
デ
モ
賓
ニ
ワ
タ
シ
ガ
所
へ
御
出

下サ

レ
タ
ノ
カ
ト
思
ヒ
マ
セ
ウ
ワ
サ
テ

こ
ゝ
ち
そ
こ
な
へ
り
け
る
こ
ろ

（
ビ
ヤ
ウ
キ
ノ
ジ
セ
ツ
）

あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
の
と
は
で
こ
こ
ち
お
こ
た
り
て
後

（ク

ワ
イ
キ
シ
テ
カ
ラ
）

と
ふ
ら
へ
り
け
れ
ば
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

兵衛

7
8
9

し
で
の
山
ふ
も
と
を
見
て
ぞ
か
へ
り
に
し
つ
ら
き
人
よ
り
ま
づ
こ
え
じ
と
て

○
サ
キ
ダ
ツ
テ
ハ
ワ
タ
シ
モ
ワ
ヅ
ラ
ヒ
マ
シ
テ
ス
デ
ニ
死
マ
ス
デ
ア
ツ
タ
ガ
ツ
レ
ナ
イ
オ
マ
ヘ
ヨ
リ
先
キ
ヘ

ワ
シ
ハ
シ
デ

ノ
山
ハ
コ
エ
マ
イ
ゾ
ト
存
ジ
テ

ソ
ノ
麓
マ
デ
参
ツ
テ
見
テ
サ
モ
ド
ッ
テ
蓼
リ
マ
シ
タ

例18

ふ
ん
や
の
や
す
ひ
で
が
み
か
は
の
ぞ
う
に
な
り
て
あ
が
た
見
に
は
え
い
で
た
ゝ
じ
や
と
い
ひ
や
れ
り
け
る
か
へ
り
こ
と
に
よ

め
る
打
開
あ
が
た
の
説
わ
ろ
し

小
野
小
町

9
2
8

わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ



塩 揮 和 子
○
ワ
タ
シ
ハ
モ
ウ
ウ
イ
ツ
ラ
イ
身

（
身
を
う
き
）

デ

難
義
ヲ
致
シ
テ
ヲ
リ
マ
ス
レ
バ

浮
草
ノ
根
ガ
ナ
ウ
テ

ド
チ
ヘ
デ

モ
水
ノ
ユ
タ
方
ヘ
サ
ソ
ハ
レ
テ
ユ
タ
ヤ
ウ
ニ
誰
デ
モ
サ
ソ
ウ
テ
ク
レ
ル
人
ガ
ア
ラ
ウ
ナ
ラ

ド
ッ
チ
ヘ
ナ
リ
ト
モ
参
ラ
ウ

ト
サ
存
ジ
マ
ス
ル

例19

藤
原
ノ
た
ゞ
ふ
さ
が
昔
あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
の
み
ま
か
り
に
け
る
時
に
と
ふ
ら
ひ
に
遺
す
と
て
よ
め
る

開院

8
3
7

さ
き
だ
ゝ
ぬ
く
い
の
や
ち
た
び
か
な
し
き
は
流
る
ゝ
水
の
か
へ
り
こ
ぬ
な
り

○
人
ノ
死
ヌ
ル
ハ

テ
ウ
ド
流
レ
テ
ユ
ク
川
ノ
水
ノ
ト
ホ
リ
デ

二
タ
ビ
返
ツ
テ
ク
ル
ト
云
コ
ト
ハ
ナ
イ

此
度
ノ
御
事
サ

ゾ
ヤ
御
カ
ラ
落
シ
御
申
推
量
シ
マ
シ
タ

ワ
タ
シ
モ
御
同
前
二
カ
ヲ
落
シ
マ
シ
タ

サ
キ
へ
早
り
死
ニ
マ
シ
タ
ラ
ヨ
カ
ッ

タニ

カ
ウ
シ
テ
生
テ
ヲ
リ
マ
ス
ノ
ガ
悔
シ
ウ
テ

ク
リ
カ
ヘ
シ
〈
カ
ナ
シ
イ
ハ

此
度
ノ
御
事
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス

サ

キ
ヘ
死
ニ
マ
シ
タ
ナ
ラ

コ
ン
ナ
事
ハ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
マ
イ
モ
ノ

例13

（
7
9
0
）

の
小
野
小
町
姉
の
歌
は
、
次
第
に
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
相
手
に
、
焼
け
た
茅
の
菜
に
手
紙
を
押
し
て
小
野
の
浅

茅
に
燃
え
る
火
と
自
分
の
心
に
燃
え
る
恋
の
情
火
と
を
掛
け
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
相
手
は

「
あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
」
と
あ
る
だ

け
で
、
身
分
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
俗
語
訳
で
は
「
オ
マ
ヘ
ノ
御
心
」
「
ゴ
ラ
ウ
ジ
テ
下
サ
リ
マ
セ
」
と
敬
語
を
使
用
し
て
い
る
。
「
ゴ

ラ
ウ
ジ
テ
下
サ
リ
マ
セ
」
ほ
、
俗
語
訳
で
は
こ
の
他
に
例
1
4
（
8
5
7
）
の
開
院
の
五
の
み
こ
の
俗
語
訳
に
出
現
す
る
だ
け
で
、
『
遠

鏡』

に
は
合
計
2
回
を
数
え
る
だ
け
で
し
か
な
い
。
こ
れ
を
小
野
小
町
姉
の
相
手
に
用
い
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
宣
長
は
そ
の

人
物
に
相
当
敬
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

例14

（
8
5
7
）

の
歌
は
詞
書
に
、
夫
で
あ
る
式
部
卿
敦
慶
親
王
が
、
開
院
の
第
五
内
親
王
が
生
前
書
き
残
し
た
も
の
を
、
内
親

王
の
死
後
見
つ
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
名
は
記
し
て
を
い
が
、
作
者
は
開
院
の
五
の
み
こ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
内
親
王
の
自
称
と
し
て
、
「
ワ
タ
シ
ガ
コ
ト
」
、
「
ワ
タ
シ
ガ
煙
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
跡
」
と
ツ
タ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

例15

（
7
3
6
）

と例16

（
7
3
8
）

は
、
と
も
に
藤
原
因
香
の
歌
で
あ
る
。
因
香
は

「
典
侍
。
…
略
き

寛
平
九
叙
従
四
下
掌

818

侍
」
「
女
も
四
品
し
つ
れ
ば
朝
臣
と
書
」

（
竹
岡
・
上
4
0
4
・
4
0
5
頁
）
と
あ
り
、
朝
臣
と
称
す
る
女
性
歌
人
で
あ
る
。
例
1
5

27



87

（
7
3
6
）

は
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
、
右
大
臣
（
源
能
有
）

が
自
分
の
家
に
住
ま
な
く
な
つ
た
の
で
、
今
ま
で
の
手
紙
を
取
り
集
め

l

て
相
手
に
返
却
す
る
際
に
詠
ん
で
送
っ
た
歌
で
、
「
我
が
身
ふ
る
れ
ば
」
を
「
ワ
タ
シ
ガ
身
ガ
此
ヤ
ウ
ニ
ア
カ
レ
テ
シ
マ
ウ
タ
レ
バ
」

28

『古今集遠鏡遥における一人称代名詞

と
俗
訳
し
て
い
る
。
ま
た
例
1
6

（
7
3
8
）

の
歌
に
つ
い
て
、
竹
岡
は
「
玉
ほ
こ
の
道
は
、
せ
め
て
い
つ
で
も
取
り
ま
ち
が
え
て
く

れ
よ
。
た
と
い
他
人
を
訪
問
す
る
と
し
て
も
、
（
そ
れ
は
）

私
（
に
逢
い
に
来
た
の
）

か
と
思
お
う
」
と
訳
し
、
「
や
は
り
、
嫌
味
を

言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
女
の
媚
態
で
あ
る
」

（
竹
岡
・
下
4
2
8
頁
）

と
許
し
て
い
る
。
宣
長
の
俗
語
訳
で
は
「
我
か

と
思
は
む
」
を
「
賓
ニ
ワ
タ
シ
ガ
所
へ
御
出
下
サ
レ
タ
ノ
カ
ト
思
ヒ
マ
セ
ウ
ワ
サ
テ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
首
の
内
容
を
見
る

と
、
と
も
に
疎
遠
に
な
っ
た
相
手
に
対
す
る
女
の
意
地
や
媚
態
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
二
首
と
も
相
手
に
対
し
敬
語
を
多

用
し
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
7
3
6
で
は
「
末
頗
モ
シ
サ
ウ
ニ
オ
ツ
シ
ャ
ツ
テ
下
サ
レ
タ
御
文
ド
モ
」
「
モ
ウ
御
モ
ド
シ
申
シ

マ
セ
ウ
ゾ
」
、
7
3
8
で
は
「
御
通
ヒ
ナ
サ
ル
」
「
御
出
下
サ
レ
タ
」
「
道
ヲ
ト
リ
チ
ガ
ヘ
ナ
サ
ッ
タ
」
「
御
出
ナ
サ
ル
」
な
ど
が
あ
る
。

右
大
臣
に
対
す
る
敬
語
は
当
然
と
し
て
も
、
7
3
8
の
相
手
も
、
敬
語
の
多
用
か
ら
判
断
し
て
、
宣
長
は
相
当
身
分
あ
る
人
物
と
見

－
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

因
香
の
歌
は
、
ワ
タ
シ
の
外
に
、
ワ
シ
が
出
現
す
る
の
が
一
首
あ
る
。
そ
れ
は
8
0

（
春
歌
下
）

の
歌
で
、
こ
れ
は
病
気
の
た
め

部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
間
に
、
咲
く
の
を
待
っ
て
い
た
桜
も
す
っ
か
り
散
り
が
た
に
な
つ
て
し
ま
っ
た
と
、
春
の
移
り
ゆ
く
有

り
棟
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ワ
シ
は
「
ワ
シ
ハ
ア
ン
バ
イ
ガ
ワ
ル
ウ
テ
帳
（
ネ
ド
コ
ロ
）

ノ
椎
（
カ
タ
ビ
ラ
）

ヲ
オ
ロ
シ
テ
」
と

使
わ
れ
て
い
る
。
因
香
で
は
、
相
手
の
存
在
し
な
い
季
節
の
移
ろ
い
を
詠
う
歌
に
は
ワ
シ
を
、
敬
意
を
表
す
べ
き
元
恋
人
に
対
し
て

は
ツ
タ
シ
と
、
訳
し
分
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

例17

（
7
8
9
）

の
藤
原
兵
衛
の
歌
は
、
瀕
死
の
重
病
を
煩
っ
て
い
る
時
に
は
見
舞
い
に
も
来
て
く
れ
な
い
で
、
病
気
が
快
方
に

向
か
っ
て
か
ら
見
舞
い
に
来
る
よ
う
な
薄
情
な
恋
人
に
対
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
ワ
シ
と
ツ
タ
シ
が
共
存
し
て
い

る
。
同
一
和
歌
内
に
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ワ
シ
と
ブ
タ
シ
の
待
遇
価
値
に
差
違
が
な
い
と
言
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
微

妙
に
訳
し
分
け
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
す
れ
ば
、
ワ
タ
シ
は
傍
線
部
分
に
「
サ
キ
ダ
ツ
テ
ハ
ワ
タ
シ
モ

ワ
ヅ
ラ
イ
マ
シ
テ
」
一
と
出
現
す
る
。
こ
の
部
分
は
相
手
へ
の
非
難
と
皮
肉
の
気
持
ち
を
読
み
と
ら
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
原
歌
に



塩 澤 和 子
な
い
言
葉
で
補
足
説
明
し
て
い
る
と
解
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
ワ
シ
は
、
原
歌
を
踏
ま
え
「
ワ
シ
ハ
シ
デ
ノ
山
ハ
コ
エ
マ
イ
ゾ

ト
存
ジ
テ
」
と
、
自
分
の
強
い
意
志
を
表
明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
脈
上
か
ら
、
両
者
の
差
異
を
考
慮
す
る
こ
と

は
で
き
る
が
、
果
た
し
て
宣
長
の
ツ
タ
シ
と
ワ
シ
の
意
味
、
機
能
に
対
す
る
認
識
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
な
お
兵
衛
の
歌
は
二
首
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
「
物
名
」

の
4
5
5
の
方
に
は
山
人
称
代
名
詞
は
出
現
し
な
い
。

例18

（
9
3
8
）

の
小
野
小
町
の
歌
に
関
し
て
は
、
宣
長
は

『
玉
勝
間
』

の
「
小
野
小
町
の
考
」

で
そ
の
歌
を
取
り
上
げ
、
作
者

の
年
齢
に
つ
い
て
、
文
屋
康
秀
の
年
齢
を
「
（
六
十
鎗
歳
よ
り
は
）

十
鎗
年
ば
か
り
以
前
、
貞
観
の
は
じ
め
の
比
と
見
て
、
小
町
三

七
人
歳
ば
か
り
と
お
し
は
か
れ
ば
」
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
年
齢
か
ら
見
る
と
、
恋
心
よ
り
む
し
ろ

「
内
輪
を
知
り
合
っ

て
ゐ
る
者
同
志
の
、
い
た
は
り
に
対
し
て
の
甘
ゝ
そ
心
の
、
誇
張
を
伴
っ
て
ゐ
る
も
の
」
（
『
窪
田
評
釈
』
の
引
用
、
竹
岡
・
下
7
9
5
）

と
い
う
解
釈
も
出
て
く
る
が
、
竹
岡
正
夫
も
、
種
を
明
か
せ
ば

『
窪
田
評
釈
』
な
ど
が
説
明
し
て
い
る
実
状
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
ツ
タ
シ
の
歌
に
対
し
、
ワ
シ
の
方
は
、
「
春
歌
下
」
の
1
1
3
、
「
恋
歌
」
の
5
5
7
、
6
2
3
、
7
2
7
、
7
8
2
、
8
2
2

の
六
首
に
出
現
す
る
。
俗
語
訳
の
部
分
を
中
心
に
あ
げ
る
と
、

1
1
3

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

ワ
シ
ハ
ツ
レ
ソ
フ
テ
居
ル
男
ニ
ッ
イ
テ
心
苦
ナ
事
ガ
ア
ッ
テ

5
5
7

お
ろ
か
な
る
涙
ぞ
袖
に
玉
は
な
す
我
は
せ
き
あ
へ
ず
た
き
つ
せ
な
れ
ば

（
こ
の
歌
は
、
安
倍
清
行
朝
臣
の
歌

（
5
5
6
）

への
「
か
へ
し
」

で
あ
る
）

6
2
3

ワ
シ
ガ
涙
ハ
又
々
ソ
ン
ナ
コ
ツ
チ
ャ
ナ
イ

ド
ウ
モ
セ
キ
ト
メ
ラ
レ
ヌ
ホ
ド
流
レ
テ

み
る
め
な
き
我
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
あ
し
た
ゆ
く
く
る

7
2
7

ア
ノ
御
人
ハ

ワ
シ
ガ
身
ヲ

ド
ゥ
モ
逢
レ
ヌ
身
ヂ
ヤ
ト
ハ

知
ラ
シ
ャ
ラ
ヌ
カ
シ
テ

あ
ま
の
す
む
里
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
む
と
の
み
人
の
い
ふ
ら
む

ワ
シ
ハ
ソ
ン
ナ
浦
ノ
案
内
者
デ
モ
ナ
イ
ニ

ド
ゥ
云
コ
ト
デ

ウ
ラ
ミ
ヲ
云
ハ
ウ

618

7
8
2

今
は
と
て
我
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
こ
と
の
は
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

29



185

ワ
シ
ガ
フ
ル
ウ
ナ
ッ
タ
レ
バ
、
モ
ウ
イ
ヤ
ト
思
召
テ

マ
ヘ
カ
タ
オ
ツ
シ
ャ
ッ
タ
御
約
束
ノ
御
詞
マ
デ
ガ

8
2
2

秋
か
ぜ
に
あ
ふ
た
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
み
む
な
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば

30

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

百
姓
ノ
頼
ミ
ニ
シ
テ
居
ル
田
ガ

サ
ッ
ハ
リ
シ
マ
ヒ
ニ
ナ
ル

ワ
シ
ガ
中
モ
テ
ウ
ド
ソ
ン
ナ
物
デ

以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ワ
シ
ハ
、
ワ
シ
ガ
な
ど
係
助
詞
、
格
助
詞
の
つ
い
た
も
の
、
「
ワ
シ
ガ
涙
」
な
ど
連
体
詞
的
用

法
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
内
容
を
見
る
限
り
、
ワ
タ
シ
と
ワ
シ
と
の
訳
し
分
け
の
基
準
が
あ
ま
り
判
然
と
は
し
な
い
が
、

た
だ
両
者
の
違
い
と
し
て
、
一
つ
は
部
立
の
相
違
、
一
つ
は
詞
書
の
有
無
が
確
認
さ
れ
る
。
部
立
の
相
違
と
は
、
ワ
シ
が
出
現
す
る

の
は
、
「
春
歌
」
「
恋
歌
」

で
、
ワ
タ
シ
は
「
雑
歌
下
・
巻
第
十
人
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
巻
第
十
八
は
老
齢
や
無
常
を
嘆
く
歌
が
中

心
に
配
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
詞
書
の
有
無
と
い
う
の
は
、
詞
書
が
存
在
す
る
の
は
9
3
8
だ
け
で
、
文
屋
康
秀
か
ら

の
誘
い
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
あ
る
。
以
上
の
相
違
と
、
宣
長
が

『
玉
勝
間
』

で
康
秀
の
年
齢
を
推
定
し
て
そ
こ

か
ら
小
町
の
年
齢
を
推
し
量
っ
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
小
町
に
出
現
す
る
ブ
タ
シ
は
、
年
齢
的
に
若
く
な
い
女
性
の
自
称
と
し

て
の
意
味
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

最
後
に
例
1
9

（
8
3
7
・
哀
傷
歌
）

の
開
院
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
藤
原
忠
房
が
「
昔
あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
」

の
死
を
悲
し
ん
で

い
る
の
に
際
し
慰
め
の
た
め
に
詠
ん
だ
も
の
で
、
「
一
人
の
死
を
契
橙
に
し
て
、
二
人
が
全
く
同
じ
悲
し
み
に
あ
る
と
い
う
証
を
、

こ
の
諺
（
筆
者
注
、
後
悔
不
立
前
、
流
水
不
還
源
）

の
共
通
理
解
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
∈
略
－

作
者
が
一
所
懸
命

に
慰
め
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
真
情
も
う
か
が
え
る
。
」

（
竹
岡
・
下
5
8
6
頁
）

と
許
さ
れ
る
。
閑
院
の
歌
は
二
首
採
録
さ
れ
て

お
り
、
7
4
0

（
恋
歌
）
の
方
に
は
ワ
シ
が
出
現
す
る
。
こ
の
歌
の
詞
書
に
は

「
中
納
言
源
ノ
の
ぼ
る
の
朝
臣
の
お
ふ
み
の
す
け
に

侍
け
る
時
に
よ
み
て
や
れ
り
け
る
」
と
あ
り
、
す
で
に
相
手
が
心
ま
で
練
れ
去
っ
て
い
る
の
を
恨
ん
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
「
叫

シ
ガ
身
モ
相
坂
ノ
閑
ニ
ハ
ナ
シ
テ
ア
ル
」

「
ワ
シ
ハ
サ
ウ
シ
テ
御
往
来
ナ
サ
ル
ノ
ヲ
見
ル
コ
ト
サ
ヘ
」
と
、
ワ
シ
ガ
身
、
ワ
シ
と
、

ワ
シ
を
用
い
て
い
る
。



塩 澤 和 子

3

伊
勢
の
例

（
ワ
シ
。
ワ
シ
ャ
。
ワ
タ
シ
。
ワ
タ
ク
シ
）

伊
勢
に
出
現
す
る
一
人
称
代
名
詞
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ワ
シ
ャ

恋歌

6
7
6
＝
例
2
0
、
6
8
1
＝
例
2
1

ワ
シ
／
ワ
シ
ガ

例
20 ワ ワ

タ タ

ク シ

ン′

恋歌

7
3
3
－
－
例
2
2
、
7
4
1
＝
例
2
3
、
7
5
6
＝
例
2
4
、
7
9
1
＝
例
2
5
、
8
1
0
＝
例
2
6

雑
歌
下

9
6
8
＝
例
2
7

雑体
（
誹
欝
歌
）

1
0
5
1
＝
例
2
8

恋歌

7
8
0
＝
例
2
9

雑
歌
下

9
6
8
＝
例
3
0

6
7
6

伊勢し
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
ね
し
物
を
ち
り
な
ら
ぬ
名
の
空
に
立
ら
む

○
ナ
ン
ポ
カ
ク
ス
怒
デ
モ

枕
ハ
ヨ
ウ
知
ル
ト
云
コ
ト
ヂ
ヤ
ニ
ヨ
ツ
テ

ワ
シ
ヤ
枕
サ
ヘ
セ
ズ
ニ
窺
タ
モ
ノ
ヲ

誰
レ
ガ
マ

ア
知
テ

ウ
キ
名
ガ
バ
ッ
ト
高
り
立
ツ
タ
コ
ト
ヂ
ヤ
ヤ
ラ

塵
コ
ソ
空
ヘ
バ
ッ
ト
タ
ツ
物
ナ
レ

塵
デ
モ
ナ
イ
ウ
キ
名
ガ

サ
マ
ア

例21

伊勢

6
8
1

夢
に
だ
に
見
ゆ
と
は
見
え
じ
朝
な
〈
わ
が
面
影
に
は
づ
る
身
な
れ
ば

○
ワ
シ
ヤ
モ
ウ
思
フ
人
ノ
夢
ニ
モ
見
エ
ル
ト
ハ
見
ラ
レ
マ
イ
ゾ

朝
々
鏡
ヲ
見
ル
ニ
モ

キ
ッ
ウ
ヤ
ツ
レ
タ
オ
モ
カ
ゲ
デ

ハ
ヅ
カ
シ
イ
身
ヂ
ヤ
ニ
ヨ
ツ
テ
サ

例22

伊勢

418

7
3
3

わ
た
つ
み
と
あ
れ
に
し
と
こ
を
今
さ
ら
に
は
ら
は
ゞ
袖
や
沫
と
う
き
な
む

31
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○
ワ
シ
ガ
床
ハ

久
シ
ウ
ウ
チ
タ
エ
テ
思
フ
人
卜
逢
テ
窺
タ
コ
ト
モ
ナ
イ
ユ
ヱ

カ
ナ
シ
サ
ニ
涙
ハ
海
ノ
ヤ
ウ
デ

ソ
ノ
海

32

ノ
ア
レ
ル
ヤ
ウ
ニ
ア
レ
テ
シ
マ
ウ
タ
床
ヂ
ヤ
ニ
久
シ
プ
リ
デ
又
今
サ
ラ
其
人
二
逢
ウ
ヂ
ヤ
ト
テ

ソ
ノ
床
ノ
ツ
モ
ツ
タ
塵

ヲ
袖
デ
ハ
ラ
ウ
タ
ナ
ラ

海
へ
沫
ノ
ウ
ク
ヤ
ウ
ニ

ワ
シ
ガ
袖
ガ
涙
ニ
ウ
ク
デ
カ
ナ
ア
ラ
ウ

例23

題
し
ら
ず

伊勢

7
4
1

故
郷
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
わ
が
た
め
に
人
の
心
の
あ
れ
て
見
ゆ
ら
む

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

例 例
25 24

○
故
郷
コ
ソ
ア
レ
テ
見
エ
ル
物
ナ
レ

ワ
シ
ガ
思
フ
人
ノ
心
ハ
故
郷
デ
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ

ワ
シ
ガ
タ
メ
ニ
此
ヤ
ウ
ニ
ア
レ
テ

ウ
ト
〈
シ
ウ
ナ
ツ
タ
ハ
ド
ゥ
云
コ
ト
ヤ
ラ

いせ

7
5
6

あ
ひ
に
あ
ひ
て
物
思
ふ
こ
ろ
の
我
袖
に
や
ど
る
月
さ
へ
ぬ
る
ゝ
が
ほ
な
る

○
此
ヤ
ウ
ニ
物
思
ヒ
ヲ
シ
テ
涙
デ
袖
ノ
ヌ
レ
テ
ア
ル
時
節
ヂ
ヤ
ト
テ

此
袖
へ
ウ
ツ
、
夕
月
ノ
カ
ホ
マ
デ
ガ

ワ
シ
ガ
顔
卜

同
シ
ヤ
ウ
ニ

ヨ
ウ
ソ
ウ
ロ
テ
ヌ
レ
テ
見
エ
ル
コ
ト
ワ
イ
ノ

も
の
お
も
ひ
け
る
こ
ろ
物
へ
ま
か
り
け
る
道
に
野
火

（
野
ヲ
ヤ
ク
火
）

の
も
え
け
る
を
見
て
よ
め
る

7
9
1

冬
枯
の
野
べ
と
わ
が
身
を
思
ひ
せ
ば
も
え
て
も
春
を
ま
た
ま
し
物
を

いせ

○
人
二
見
ス
テ
ラ
レ
タ
ワ
シ
ガ
身
モ

冬
枯
ノ
ア
ノ
野
ヂ
ヤ
ト
思
フ
ナ
ラ

ア
ア
シ
テ
焼
ヤ
ウ
ニ

今
コ
ソ
思
ヒ
ガ
モ
エ
ル

ケ
レ
ド
モ

ソ
レ
デ
モ
又
春
こ
ナ
ツ
タ
ナ
ラ

芽
ガ
デ
ル
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
テ

春
ヲ
待
タ
ウ
モ
ノ
ヲ

ワ
シ
ハ
モ
ウ
ア

ノ
冬
枯
ノ
野
ト
ハ
チ
ガ
ウ
テ

春
ニ
ナ
ツ
タ
ト
テ
モ
芽
ノ
デ
ル
頼
ミ
モ
ナ
イ
身
ヂ
ヤ
ワ
イ
ノ

従
女
シ
ウ
モ
ス
井
リ
ヤ
ウ

シ
テ
タ
モ
イ
ノ

例26

遷
し
ら
ず

伊勢

8
1
0

人
し
れ
ず
た
え
な
ま
し
か
ば
わ
び
つ
ゝ
も
な
き
名
ぞ
と
だ
に
い
は
ま
し
物
を

○
シ
ヾ
り
世
間
へ
シ
レ
ズ
ニ
維
夕
中
デ
ア
ラ
ウ
ナ
ラ

絶
ル
ハ
ツ
ラ
イ
コ
ト
ナ
ガ
ラ
モ

無
イ
事
ヂ
ヤ
ト
云
テ

セ
メ
テ
ハ

ウ
キ
名
ノ
タ
、
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
ト
モ
セ
ウ
モ
ノ
ヲ

ワ
シ
ガ
中
ハ
ハ
ヤ
世
間
ノ
人
モ
知
テ
居
レ
バ

無
イ
事
ヂ
ヤ
ト
モ
イ



ハ
レ
子
バ

絶
タ
バ
カ
リ
カ
ウ
キ
名
サ
ヘ
立
ツ
テ

サ
テ
モ
サ
テ
モ
メ
イ
ワ
ク
ナ
ツ
ラ
イ
コ
ト
カ
ナ

例27
家
を
う
り
て
よ
め
る

伊勢

9
9
0

飛
鳥
川
ふ
ち
に
も
あ
ら
ぬ
わ
が
や
と
も
せ
に
か
は
り
ゆ
く
物
に
ぞ
有
け
る

○
ア
ス
カ
川
ノ
淵
コ
ソ
瀬
ニ
カ
ハ
ル
物
ヂ
ヤ
ト
聞
及
ン
デ
居
レ

ソ
ノ
飛
鳥
川
ノ
淵
デ
モ
ナ
イ
ワ
シ
ガ
家
モ

不
住
合
セ
ナ

時
節
ニ
ナ
レ
バ

瀬
ニ
カ
ハ
ツ
テ
ユ
ク
物
ヂ
ヤ
ワ
イ

瀬
ニ
ト
云
ノ
ハ

ソ
レ
ア
ノ
オ
ア
シ
ノ
コ
ト
サ

ガ
テ
ン
カ
ヱ

例28

伊勢

1
0
5
1

難
波
な
る
な
が
ら
の
は
し
も
つ
く
る
な
り
今
は
我
身
を
な
に
ゝ
た
と
へ
む

○
今
マ
デ
ハ
何
ン
デ
モ
フ
ル
ウ
ナ
ツ
テ
シ
マ
ウ
タ
物
ヲ
バ

難
波
ノ
長
柄
ノ
橋
ユ
タ
ト
ヘ
タ
ヂ
ヤ
ガ

ソ
ノ
長
柄
ノ
橋
モ
今

塩 澤 和 子

例
29

度
新
シ
ウ
出
来
タ
ヂ
ヤ

ス
レ
ヤ
此
ヤ
ウ
ニ
人
ニ
ア
カ
レ
テ
奮
イ
物
こ
ナ
ツ
テ
シ
マ
ウ
タ
ワ
シ
ガ
身
ヲ
バ

モ
ウ
今
デ
ハ

何
二
タ
ト
エ
ウ
ゾ

ナ
ン
ニ
モ
誓
ヘ
ル
物
モ
ナ
イ

な
か
ひ
ら
の
朝
臣
あ
ひ
し
り
て
偉
け
る
を

か
れ
か
た
に
な
り
に
け
れ
ば
ち
ゝ
が
や
ま
と
の
か
み
に
偉
け
る
も
と
へ
ま
か
る

とて

よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

伊勢

7
8
0

み
わ
の
山
い
か
に
ま
ち
み
む
年
ふ
と
も
尋
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ば

○
ワ
タ
シ
モ
モ
ウ
京
二
居
テ
モ
オ
モ
シ
ロ
ウ
ナ
イ
ニ
ヨ
ツ
テ

此
度
大
和
へ
下
リ
マ
ス
ル
ガ

三
輪
ノ
山
本
ト
ム
ラ
イ
キ
マ

セ
ト
古
寄
ニ
ヨ
ン
デ
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
今
カ
ラ
ア
ノ
方
デ
怒
シ
イ
人
ヲ
待
ツ
タ
ト
テ
モ

何
ン
年
タ
ツ
ト
モ

タ
レ
モ
尋
子

テ
来
テ
ク
レ
ル
人
モ
ア
ル
マ
イ
ト
存
ジ
マ
ス
レ
バ

ド
ゥ
シ
テ
マ
ア
待
チ
ヲ
、
セ
テ
逢
ハ
レ
マ
セ
ウ
ゾ
イ
ノ

例30

か
つ
ら
に
侍
け
る
時
に
七
條
ノ
中
宮
と
は
せ
給
へ
り
け
る
御
返
り
事
に
た
て
ま
つ
り
け
る

伊勢

9
6
8

ひ
さ
か
た
の
申
に
お
ひ
た
る
里
な
れ
ば
ひ
か
り
を
の
み
ぞ
頼
む
べ
ら
な
る

○
此
ノ
里
ハ
月
ノ
中
ニ
ハ
エ
テ
ア
ル
ト
申
シ
マ
ス
ル
桂
ノ
里
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
レ
バ

ヒ
タ
ス
ラ
ア
ナ
タ
様
ノ
光
リ
ヲ
サ

頼

ミ
ニ
ハ
致
シ
マ
セ
ウ
ト
存
ジ
マ
ス
ル
ワ
タ
ク
シ
ハ

后
を
ば
、
月
に
た
と
へ
奉
る
こ
と
也
、

182
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81

ま
ず
、
ワ
シ
ャ
が
出
現
す
る
例
2
0

（
6
7
6
）
、
例
2
1

（
6
8
1
）

で
あ
る
が
、
6
7
6
は
枕
に
さ
え
知
ら
れ
な
い
よ
う
気
遣
っ

l

て
隠
し
て
い
た
筈
の
二
人
の
中
に
つ
い
て
浮
き
名
が
立
っ
た
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
気
持
ち
、
6
8
1
は
激
し
く
恋
し
続
け
て
い

34

『古今集遠鏡』における一人称代名詞

る
と
、
思
う
人
の
夢
の
中
に
寝
ぼ
け
た
姿
の
ま
ま
で
現
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
、
そ
ん
な
こ
と
は
恥
ず
か
し
く
て
と
て
も
堪
え
ら
れ
な

い
と
い
う
心
理
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
い
ず
れ
も
激
し
い
恋
に
揺
れ
る
女
心
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
射
し
ワ
シ
が
出
現
す
る
「
恋
歌
」
は
、
例
2
2

（
7
3
3
）

か
ら
例
2
6

（
8
1
0
）

ま
で
の
五
首
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
す

で
に
恋
人
と
の
仲
が
絶
え
た
女
性
の
心
理
を
詠
ん
で
お
り
、
こ
の
う
ち
例
2
6

（
8
1
0
）
を
除
く
四
首
は
比
喩
を
巧
み
に
用
い
て
つ

ら
い
現
実
を
嘆
く
内
容
と
な
つ
て
い
る
。
た
と
え
ば
自
分
の
床
を
久
し
く
恋
人
と
逢
え
な
い
た
め
荒
れ
果
て
た
海
の
よ
う
だ
と
喩
え

（
例
2
2
I
－
7
3
3
）
、
思
う
人
の
心
を
荒
れ
て
見
え
る
故
郷
に
見
立
て

（
例
2
3
＝
7
4
1
）
、
月
の
「
ぬ
る
る
か
ほ
」
で
自
分
の
涙
に

濡
れ
た
顔
を
暗
示
し

（
例
2
4
＝
7
5
6
）
、
そ
し
て
冬
枯
れ
の
野
に
我
が
身
を
思
い
な
す
（
例
2
5
＝
7
9
1
）

な
ど
で
あ
る
。

同
じ
「
恋
歌
」
を
中
心
に
ワ
シ
ャ
と
ワ
シ
の
訳
し
分
け
を
見
る
と
、
前
者
は
恋
に
身
を
焼
く
女
心
を
詠
っ
た
歌
に
、
後
者
は
す
で

に
恋
人
と
の
仰
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
に
出
現
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
対
し
、
→
雑
歌
」
や
「
雑
体
」
に
出
現
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
ワ
シ
ガ
家
、
ワ
シ
ガ
身
」
と
連
体
詞
的
用
法
の
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
表
現
を
見
る
と
、
例
2
7

（
9
9
0
）

で
は
、
宣
長
は
「
せ
に
」
を
「
瀬
に
」
と
「
銭
」

の
意
を
掛
け
て
い
る
と
解

し
、
「
瀬
ニ
ト
云
ノ
ハ

ソ
レ
ア
ノ
オ
ア
シ
ノ
コ
ト
サ

ガ
テ
ン
カ
ヱ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
部
分
は
か
な
り

砕
け
た
印
象
を
与
え
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
例
2
8

（
1
0
5
1
）

の
俗
語
訳
に
は
、
「
ス
レ
ヤ
此
ヤ
ウ
ニ
」
と
、
「
こ
と
に
う
ち
と
け

た
る
こ
と
」

の
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
ス
レ
ヤ
が
出
現
し
て
い
る
点
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
砕
け
た
印
象
を
与
え
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

例
2
9
（
7
8
0
）
に
は
ブ
タ
シ
が
、
例
3
0
（
9
6
8
）
に
は
ツ
タ
ク
シ
が
出
現
す
る
。
例
2
9
（
7
8
0
）
の
相
手
は
藤
原
忠
平
で
、

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
「
関
白
基
経
の
子
で
、
伊
勢
の
仕
え
た
字
多
帝
の
皇
后
温
子
の
弟
。
…
略
－

左
大
臣
に
ま
で
な
り
。
世
に

枇
杷
殿
と
称
し
た
」

（
竹
岡
・
下
4
9
4
）
と
あ
る
。
ま
た
例
3
0

（
9
6
8
）

は
、
伊
勢
の
仕
え
た
七
条
の
中
宮
温
子
に
対
す
る
返

事
と
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
伊
勢
で
は
、
主
人
で
あ
る
中
宮
の
弟
で
、
関
白
の
子
に
対
し
て
は
ブ
タ
シ
を
、
主
人
の
中
宮
に
対
し
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て
は
ツ
タ
ク
シ
と
、
相
手
と
の
関
係
に
よ
っ
て
訳
し
分
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

4
女
性
歌
人
の
ま
と
め

以
上
、
女
性
歌
人
に
見
る
ワ
シ
ャ
、
ワ
シ
、
ワ
タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
次
の
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ワ

シ
は
、
一
般
に
「
恋
歌
」
な
ど
で
女
性
の
自
称
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
男
性
の
場
合
と
同
様
、
「
は
ぶ
き
て
つ
ね
に
」
言
う

人
称
代
名
詞
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ワ
シ
ャ
は
女
性
専
用
語
で
あ
り
、
「
く
そ
」

の
よ
う
な
誹
語
歌
と

か
、
寵
の
よ
う
な
恋
人
と
の
別
れ
を
決
意
表
明
し
て
い
る
歌
と
か
、
伊
勢
の
よ
う
な
激
し
い
恋
心
を
詠
う
歌
な
ど
に
出
現
す
る
。
ワ

タ
シ
は
、
小
野
小
町
の
よ
う
な
中
年
の
女
性
の
自
称
と
し
て
、
兵
衛
の
よ
う
な
薄
情
な
恋
人
に
対
し
非
難
、
皮
肉
を
込
め
て
い
る
と

解
す
る
と
こ
ろ
に
出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
恋
人
で
あ
る
相
手
が
敬
意
表
現
を
使
う
よ
う
な
人
物
で
あ
る
場
合
に
出
現
す

る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
哀
傷
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ワ
タ
ク
シ
は
伊
勢
が
主
人
で
あ
る
中
宮
に
詠
ん
だ
歌
に
の
み
出
現
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歌
人
名
の
明
ら
か
な
和
歌
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
作
者
の
身
分
（
開
院
の
五
の
み
こ
）
、
年
齢
（
小
町
）
、
敬
意

を
表
す
べ
き
相
手
と
の
関
係
（
因
香
、
伊
勢
、
小
町
姉
）
、
和
歌
の
内
容
（
哀
傷
＝
開
院
、
開
院
の
五
の
み
こ
、
誹
諮
＝
く
そ
）
、
作

者
の
激
し
い
心
情
（
寵
、
伊
勢
）
な
ど
を
条
件
と
し
て
訳
し
分
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
男
性
よ
り
女
性
の
方
が

人
称
代
名
詞
の
使
用
法
は
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

六

ま
と

め

『
遠
鏡
』
の
俗
語
訳
に
現
れ
た
一
人
称
代
名
詞
を
取
り
上
げ
、
そ
の
種
類
、
頻
度
、
出
現
範
囲
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
ワ
シ
ャ
、

ワ
シ
、
ワ
タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
の
四
種
類
の
語
に
絞
り
、
そ
の
訳
し
分
け
の
実
態
と
待
遇
表
現
価
値
を
考
察
し
て
き
た
。

歌
人
名
が
明
ら
か
な
歌
に
お
い
て
は
、
最
も
一
般
的
に
は
性
差
に
関
わ
ら
ず
ワ
シ
を
当
て
、
ワ
シ
ャ
・
ワ
タ
シ
・
ワ
タ
ク
シ
・
私

018

は
特
殊
な
条
件
下
で
の
使
用
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ワ
シ
ャ
は
男
性
の
自
称
と
し
て
は
1
回
も
現
れ
ず
、
専
ら
女

35
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性
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
特
に
お
ど
け
た
感
じ
の
歌
、
あ
る
い
は
恋
人
と
の
別
れ
を
決
意
す
る
歌
や
恋
愛
申
の
女
性
の
激
し
い

l

心
情
を
表
出
す
る
歌
に
現
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

36
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ワ
タ
シ
は
、
〔
表
2
〕

に
示
す
よ
う
に
、
男
性
よ
り
女
性
の
方
に
多
く
出
現
す
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
男
性
の
場
合
も
五

回
申
2
回
ほ
女
性
に
仮
託
し
た
歌
に
出
現
す
る
た
め
、
女
性
語
的
性
格
を
強
く
打
ち
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
尤
も
そ
う
は
言
っ

て
も
、
女
性
の
場
合
も
か
な
り
特
殊
な
条
件
下
で
使
わ
れ
て
お
り
、
ワ
シ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
恋
の
相
手
は
中
宮
の
弟

な
ど
の
敬
意
を
表
す
べ
き
人
物
と
か
、
あ
る
い
は
薄
情
な
相
手
に
対
し
て
非
難
、
皮
肉
を
こ
め
て
表
現
す
る
文
脈
と
か
、
年
齢
的
に

齢
を
重
ね
た
女
性
と
か
、
又
は
哀
傷
歌
な
ど
の
改
ま
っ
た
場
面
と
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
性
の
場
合
も
同
様
で
、
相
手
の
女
性
が
身

分
あ
る
人
物
と
か
、
罷
免
の
知
ら
せ
を
天
上
の
人
の
訪
れ
と
喩
え
る
と
か
、
仁
明
天
皇
の
御
子
の
立
場
に
あ
る
と
か
、
相
手
と
の
対

人
関
係
、
特
殊
な
比
喩
、
御
子
と
い
う
身
分
な
ど
、
特
殊
な
場
合
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ワ
タ
ク
シ
は
男
女
と
も
后
の
御
前
で
の
使
用
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
男
性
専
用
で
、
文
屋
康
秀
が
二
条
后
の
前
で
詠
ん

だ
歌
に
限
定
さ
れ

（
た
だ
し
「
無
記
」

の
場
合
は

「
よ
み
人
し
ら
ず
」

の
哀
傷
歌
に
も
出
現
す
る
）

て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
特
殊
な

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
待
遇
価
値
を
判
断
す
れ
ば
、
ワ
タ
ク
シ

（
私
）
は
、
男
女
と
も
最
高
の
敬
意
段
階
に
あ
り
、
次
い
で
ブ
タ
シ
が

そ
れ
に
続
く
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ワ
タ
シ
は
女
性
語
的
性
格
の
強
い
人
称
代
名
詞
で
あ
り
、
男
性
も
使
う
こ
と
は
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
特
殊
な
条
件
下
で
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ワ
シ
は
特
に
「
恋
歌
」

に
集
中
し
、
そ
こ
で
の
男
女
の
自
称
と
し

て
広
く
一
般
に
使
わ
れ
て
お
り
、
『
遠
鏡
』
で
は
最
も
普
通
の
敬
語
表
現
と
見
な
せ
る
。
ワ
シ
ャ
は
女
性
専
用
語
と
言
え
る
も
の
で
、

お
ど
け
の
感
じ
、
あ
る
い
は
女
性
の
心
情
を
強
く
打
ち
出
す
場
面
な
ど
に
出
現
す
る
た
め
、
ご
く
軽
い
敬
意
を
表
す
、
ま
た
く
だ
け

た
印
象
を
与
え
る
人
称
代
名
詞
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ワ
シ
ャ
、
ワ
シ
、
ワ
タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
は
、
江
戸
期
の
口
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
田
中
章
夫

（
1
9
7
3
）

に
よ
る
と
、
近
世
前
期
上
方
語
で
は
、
ワ
タ
ク
シ
、
ワ
タ
シ

（男）

が1

「
最
も
敬
意
の
高



塩 澤 和 子
い
」
表
現
、
ワ
タ
シ

（女）

が2

「
普
通
の
敬
語
表
現
」
、
ワ
シ
は
3
「
ご
く
軽
い
敬
意
」

の
表
現
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま

で
に
江
戸
語

（
文
化
・
文
政
期
の
江
戸
こ
と
ば
）

の
方
を
見
る
と
、
ワ
タ
ク
シ
は
1
、
ワ
タ
シ
は
2
、
ワ
シ
は
3
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
『
遠
鏡
』

で
は
ワ
シ
が
田
中
章
夫
の
2
「
普
通
の
敬
語
表
現
」

に
相
当
し
、
ワ
タ
シ
は
ブ
タ
ク
シ
に
次
ぐ
人
称
代
名
詞
で
女
性

語
的
性
格
を
も
ち
、
1
「
最
も
敬
意
の
高
い
」
表
現
に
近
い
と
見
な
せ
る
た
め
、
こ
の
田
中
章
夫
の
分
類
と
は
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。

ま
た
湯
澤
幸
吉
郎
は
、
江
戸
前
期
・
上
方
語
で
、
ワ
シ
は
「
大
名
の
姫
・
武
家
の
女
・
遊
里
の
女
な
ど
、
主
と
し
て
女
の
用
い
る

語
で
あ
る
が
、
又
男
も
用
い
る
こ
と
が
あ
る
」

（
3
8
頁
）
と
述
べ
、
階
層
差
に
関
わ
ら
ず
使
用
す
る
女
性
語
と
み
て
い
る
。
ま
た
ツ

タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
は
「
と
も
に
女
が
多
く
用
い
る
が
、
男
も
改
ま
っ
た
場
合
に
ほ
用
い
る
」

（
3
9
頁
）
と
述
べ
、
ワ
タ
シ
は
「
商
家

の
娘
」
、
ワ
タ
ク
シ
は
「
若
イ
女
ガ
武
士
ニ
」

「
武
士
の
妻
が
夫
に
」
「
武
士
ノ
女
お
雪
ガ
権
三
ニ
」
と
、
前
者
は
商
家
の
娘
、
後
者

は
武
士
の
妻
女
な
ど
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。

山
崎
久
之
も
、
ワ
シ
に
つ
い
て
は
「
女
性
の
盛
ん
に
用
い
る
語
で
、
近
桧
狂
言
本
で
は
男
女
の
使
用
比
は
明
瞭
の
も
の
の
み
で
一

五
人
対
一
五
で
あ
る
。
－
略
1

男
性
語
の

『
わ
し
』

は
浄
瑠
璃
で
も
使
用
例
は
少
な
い
が
、
1
略
－

特
殊
条
件
で
用
い
た
と
い

う
も
の
で
は
な
い
」

（
3
0
4
頁
）

と
述
べ
、
稀
に
男
性
も
普
通
に
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
や
は
り
女
性
語
と
し
て

の
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
、
「
わ
た
く
し

（
私
）
」
は
「
『
お
前
』
段
階
の
対
称
に
対
し
て
用

い
、
男
女
と
も
武
士
、
町
人
の
区
別
な
く
使
用
す
る
」

（
3
0
0
頁
）
、
「
わ
た
し
」
は
「
女
性
で
は
町
人
階
級

（
武
士
の
用
例
も
あ

る
）
に
多
く
使
用
し
て
い
る
が
、
男
性
は
武
士
は
用
い
な
か
っ
た
。
女
性
は
『
こ
な
様
』
段
階
の
対
称
に
対
し
て
用
い
、
男
性
は
『
お

前
』
段
階
の
対
称
に
対
し
て
用
い
る
」

（
3
0
2
頁
）

と
説
明
が
あ
る
。

次
に
、
江
戸
後
期
・
江
戸
語
の
方
を
見
る
と
、
湯
澤
幸
吉
郎
は
、
ワ
シ
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
せ
ず
、
〔
そ
の
他
〕
に
「
て
ま
え
、

こ
つ
ち

（
ら
）
」
な
ど
と
と
も
に
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
例
に
は
「
お
ら
が
大
家
ど
の
が
」
と
話
す
店
子
の
男
性
の
言
葉
と
し

て
「
わ
し
が
地
口
を
云
ま
し
た
」

（
近
文
）
、
「
余
」
に
ワ
シ
と
ル
ビ
を
振
る
例

（
出
走
）
、
「
わ
し
も
お
の
し
が
琴
を
き
い
て
」

（娘節

817

用
）
と
、
三
例
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
店
子
の
男
性
の
言
葉
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、
江
戸
語
で
は
も
は
や
女
性
語
と
し
て
機
能
せ

37
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ず
、
特
殊
な
条
件
下
で
使
用
す
る
男
性
語
的
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ブ
タ
ク
シ
、
ワ
タ
シ
は
、
自
称
の
入
代

l

名
詞
の
筆
頭
に
挙
げ
、
〔
わ
た
く
し
、
わ
た
し
〕

は
く
「
現
在
と
同
じ
く
、
前
者
は
最
も
丁
寧
な
改
ま
っ
た
場
合
の
語
で
あ
り
、
後
者

38
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は
や
や
く
だ
け
た
場
合
の
語
で
あ
る
」

（
8
5
頁
）

と
説
明
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
江
戸
後
期
・
上
方
語
で
は
、
山
崎
久
之
は
、
男
性
語
の
「
化
政
期
対
応
表
」
と
女
性
語
の
「
庶
民
語
対
応
表
」
（
化

政
期
）

の
中
で
、
ワ
シ
は
第
二
段
階

（
敬
語
）
か
ら
第
四
段
階
、
つ
ま
り
「
敬
語
の
段
階
」
か
ら
待
遇
価
値
が
下
降
し
た
「
平
常
語

だ
け
の
表
現
段
階
」
ま
で
の
間
に
挙
げ
て
お
り
、
ワ
タ
ク
シ
は
第
一
段
階
（
大
敬
語
）
、
ワ
タ
シ
は
第
一
、
二
段
階
に
、
そ
れ
ぞ
れ

挙
げ
て
あ
る
。
た
だ
し
、
女
性
語
は
、
資
料
の
乏
し
さ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
当
時
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
断
っ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
な
使
用
状
況
を
見
る
と
、
俗
語
訳
に
出
現
す
る
ワ
シ
は
、
前
・
後
期
上
方
語
の
使
用
状
況
に
通
じ
る
が
、
後
期
江
戸

語
に
は
通
じ
な
い
。
ワ
タ
シ
と
ツ
タ
ク
シ
は
、
前
・
後
期
上
方
語
と
後
期
江
戸
語
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
今
後
、
使
用
状
況
や
敬

意
の
段
階
な
ど
に
閲
し
、
今
回
取
り
上
げ
な
か
っ
た
人
称
代
名
詞
も
を
加
え
て
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
し
、
『
遠
鏡
』

の
人
称
代
名
詞

の
実
態
と
江
戸
期
に
お
け
る
口
語
の
性
格
を
確
認
し
た
い
と
考
え
る
。
（
敬
称
略
）

注注注注注注注注注
9 8 7 6 5 4 3 21

〔
注
〕

岩
田
隆

（
1
9
8
8
）

『
宣
長
学
論
致
－
本
居
宣
長
と
そ
の
周
辺
』
桜
楓
社

88頁

注1

9
3
宮
ハ

竹
岡
正
夫

（
1
9
7
6
）

『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

上』

右
文
書
院

1
、
2
頁

注1

8
1
頁

注1

8
2
頁

中
村
幸
彦

（
1
9
7
1
・
1
2
）

「
近
世
語
彙
の
資
料
に
つ
い
て
」

『
国
語
学
』

87

73頁

注6

7
5
官
ハ

注6

7
7
頁

林
巨
樹
他

（
1
9
8
0
・
3
）

「
江
戸
中
期
の
国
語
に
つ
い
て
－
古
今
集
遠
鏡
訳
文
の
助
動
詞
研
究
」



注10注11注12注13注14

塩 澤 和 子

注注注
171615

『
青
山
語
文
』
第
十
号

青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会

1
4
3
頁

塩
澤
和
子
（
1
9
9
3
・
3
）

「
『
古
今
集
遠
鏡
』 に

お
け
る
敬
譲
の
助
動
詞
…
（
サ
）

セ
ラ
ル
ル
・
（
ラ
）

ル
ル
・
（
サ
ッ
）

シ
ャ
ル
」

の
使
用
差
を
め
ぐ
つ
て
」

『
文
蛮
言
語
研
究
・
言
語
篇
』

2
3
筑
波
大
学

文
芸
・
言
語
学
系
紀
要

『
増
補

本
居
宣
長
全
集

第
七
』

2
3
8
頁

注11
2
4
0
頁

永
野
賢

（
1
9
7
5
・
1
）

「
本
居
宣
長
『
古
今
集
遠
鏡
』

に
お
け
る
〝
て
に
を
は
″
の
俗
語
訳
の
原
則
と
そ
の
適
用
の
実
態
」

『
東
京

学
芸
大
学
紀
要

第
2
部
門

人
文
科
学
』
第
2
6
集

湯
澤
幸
吉
郎

（
1
9
7
0
）

『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』

（
風
間
書
房
）
、
同
（
1
9
8
1
）

『
江
戸
言
葉
の
研
究
』

（
明
治
書
院
）
、
辻
村

敏
樹
（
1
9
7
1
）

『
敬
語
の
史
的
研
究
』

（
東
京
堂
）
、
田
中
章
夫
（
1
9
7
3
）

「
近
世
敬
語
の
概
観
」

（
『
敬
語
講
座
4

近
世
の
敬

語
』
明
治
書
院
）
、
山
崎
久
之

（
1
9
6
3
）

『
国
語
待
遇
表
現
体
系
の
研
究

近
世
編
』

（
武
蔵
野
書
院
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

田
中
章
夫
（
1
9
7
3
）

「
近
世
敬
語
の
概
観
」
『
敬
語
講
座
4

近
世
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敬
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』
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治
書
院

時
枝
誠
記

（
1
9
7
4
）

『
日
本
文
法

口
語
篇
』

岩
波
書
店

73頁

注
3
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
上
は
上
巻
、
下
は
下
巻
の
意
。
数
字
は
頁
を
表
す
。
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