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要
旨
：
安
部
清
哉
（2022

）「
源
順
に
お
け
る
漢
か
ら
和
」
に
て
、
源
順

が
10
世
紀
後
半
頃
に
試
み
て
い
た
、
元
歌
に
対
し
て
対
句
的
対
称
的
構
成

で
作
歌
し
た
詠
歌
形
式
（「
対
句
的
和
歌
」「
対
歌
」
と
仮
称
）
を
取
り
上

げ
、
贈
答
歌
（
の
答
歌
）
と
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
順
の
「
対
句

的
和
歌
」
の
技
法
は
、
元
歌
の
語
句
や
表
現
を
多
く
踏
襲
し
、
時
に
主
題

や
内
容
が
同
一
な
い
し
類
似
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る

「
本
歌
取
り
」「
類
歌
」「
引
歌
」
と
近
似
し
、
ま
た
、
一
見
す
る
と
「
贈

答
歌
」（
の
答
歌
）
と
も
類
似
し
た
面
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
近
藤
み
ゆ
き

（2004

）
が
指
摘
す
る
「
初
期
定
数
歌
（
初
期
百
首
歌
）」
に
お
け
る
「
返

し
」
と
も
類
似
し
て
い
る
。
順
の
対
歌
の
特
徴
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
技
法

の
亜
流
と
い
う
程
度
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
本
質
的
に
別
の
も
の

と
と
ら
え
る
べ
き
か
。
和
歌
史
上
で
の
そ
の
展
開
と
影
響
を
考
え
る
時
、

そ
れ
ら
の
点
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
上
記
の
技
法
の
う
ち
、

「
贈
答
歌
」
と
の
相
違
を
検
討
し
、
そ
れ
と
は
異
な
る
詠
歌
形
式
と
位
置

付
け
得
る
こ
と
を
述
べ
る
。

１　

は
じ
め
に

　

前
稿
・
安
部
清
哉
（2022

）「
源
順
に
お
け
る
漢
か
ら
和
」（
以
下
、
前

稿
と
略
記
）
に
て
、
源
順
が
10
世
紀
後
半
頃
に
試
み
て
い
た
対
句
的
構
成

の
和
歌
（
元
歌
に
対
し
て
対
称
的
構
成
を
な
す
詠
歌
形
式
）
を
取
り
上
げ
、

「
対
句
的
和
歌
」（
略
称
「
対
歌
」）
と
仮
称
し
た
。
源
順
の
対
句
的
対
称

的
和
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
後
掲
す
る
パ
タ
ン
１

）。

○ 

春
き
ぬ
と　

人
は
言
へ
ど
も
鶯
の　

鳴
か
ぬ
限
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ　

『
古
今
和
歌
集
』
11
、
壬
生
忠
岑

○ 
冬
き
ぬ
と　

人
は
言
へ
ど
も　

朝
氷　

結
ば
ぬ
程
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ　

「
順
百
首
」514

（
好
忠
集
）

　

そ
の
技
法
は
、
具
体
例
を
後
掲
し
て
い
く
よ
う
に
、
源
順
に
お
い
て
は
、

漢
詩
の
詩
序
に
倣
っ
た
形
式
で
つ
く
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
歌
の
序
」
の
中

贈
答
歌
と
源
順
の
対
句
的
対
称
的
構
成
の
和
歌
と
の
相
違安

部

清

哉

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　

①
贈
答
歌　

②
源
順　

③
対
の
歌　

④
本
歌
取
り　

５

詠
歌
形
式
﹈
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に
お
い
て
、
詩
序
の
中
の
対
句
表
現
の
部
分
に
倣
っ
て
、
歌
の
序
の
一
部

の
表
現
を
、
五
七
な
い
し
七
五
で
の
韻
数
律
を
踏
ん
だ
対
句
的
表
現
で
表

し
た
も
の
が
、
濫
觴
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
次
に
、
五
七

五
七
七
の
三
十
一
文
字
相
当
で
の
、
和
歌
の
形
式
を
取
る
に
至
っ
て
、
２

首
１

組
の
和
歌
的
表
現
で
の
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
対
句
的
構
成
の
２

首

相
当
の
表
現
と
な
っ
て
誕
生
し
た
も
の
、
と
解
釈
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
源
順
の
同
様
の
和
歌
の
事
例
を
追
加
し
つ
つ
、
特
に
贈
答

歌
（
の
答
歌
）
の
特
徴
（
増
田
繁
夫
（1986

））
と
の
比
較
を
中
心
に
考

え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
注
１

・
注
２

参
照
）。

２　

紀
貫
之
と
源
順

　

源
順
の
対
句
的
和
歌
の
発
想
の
も
う
１

つ
の
源
と
し
て
は
、
源
順
も
属

す
る
い
わ
ゆ
る
「
河
原
院
文
化
圏
の
歌
人
」
達
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
時
に

「
河
原
院
沈
淪
歌
人
群
」
と
も
称
さ
れ
る
歌
人
た
ち
が
歌
の
範
と
仰
ぐ
と

こ
ろ
の
紀
貫
之
に
よ
る
「
本
歌
取
り
」
の
歌
の
事
例
の
模
倣
あ
る
い
は
そ

れ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
間
接
的
に
影
響
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
み
た
。

こ
こ
で
「
本
歌
取
り
」
と
言
っ
た
も
の
は
、
よ
り
正
し
く
は
『
新
古
今
和

歌
集
』
以
後
の
「
本
歌
取
り
」
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
い
わ
ゆ
る
「
プ

レ
本
歌
取
り
」
と
も
言
わ
れ
る
時
期
の
本
歌
取
り
的
技
法
の
事
例
と
し
て
、

よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、
額
田
王
の
歌
に
対
す
る
紀
貫
之
の

和
歌
（
後
掲
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

源
順
の
対
句
的
構
成
で
の
韻
数
律
を
踏
む
表
現
は
、
早
い
も
の
と
し
て

は
い
わ
ゆ
る
「
西
宮
紅
梅
の
歌
の
序
」
と
「
松
声
入
夜
琴
の
歌
の
序
」
と

に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
対
句
的
な
和
歌
の
構
成
を
成
す
に

至
っ
た
後
者
の
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
語
句
や
表

現
に
は
、
各
種
の
傍
線
や
記
号
等
を
付
し
た
（
以
下
で
も
同
様
）。

◆ 

「
松
声
入
夜
琴
の
歌
の
序
」
に
お
け
る
対
句
的
表
現
の
和
歌
的
韻
数
部

Ａ　

 

遣
り
水
に　

浮
か
べ
る
菊
に　

思
ひ
合
は
す
れ
ば　

和
泉
ば
か

り 

に　

沈
む
我
が
身
【
ぞ
】 

＊
【「
ぞ
」
は
私
に
補
充
】

Ｂ　

 

衣
笠
岡　

照
る
も
み
ぢ
葉
を　

見
わ
た
せ
ば　
　
　

円
居 

に

侍
﹇
る
﹈　

さ
へ
ま
ば
ゆ
け
れ

文
法
的
構
造
の
対
称
性
＝
「
場
所
│
自
動
詞
│
植
物
│
自
動
詞

│
「
ば
」
│
場
所
「
に
」
│
自
動
詞
」（
後
掲
の
パ
タ
ン
２

）

　

こ
の
「
松
声
入
夜
琴
の
歌
の
序
」
の
方
は
貞
元
元
年
（976

）
10
月
27

日
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
「
西
宮
紅
梅
の
歌
の
序
」
は

天
暦
２

年
（948

）
か
ら
同
７

年
（953

）
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
共
に

山
本
真
由
子
（2013

）
に
諸
説
論
文
の
記
載
あ
り
）。

　

紀
貫
之
の
い
わ
ゆ
る
本
歌
取
り
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
歌
は
次
の
も

の
で
あ
る
。

○ 

紀
貫
之
「
三
輪
山
を 

し
か
も
隠
す
か 

春
霞 

人
に
知
ら
れ
ぬ 

花
や

咲
く
ら
む
」『
古
今
和
歌
集
』
巻
２

│
94

○ 
額
田
王
「
三
輪
山
を 

し
か
も
隠
す
か 

雲
だ
に
も 

心
あ
ら
な
も 

か

く
さ
ふ
べ
し
や
」『
万
葉
集
』
巻
１

│
18

　

特
に
初
句
や
さ
ら
に
二
句
を
同
じ
に
し
て
い
る
点
は
、
初
期
の
源
順
の
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対
句
的
構
成
の
和
歌
や
、
い
わ
ゆ
る
初
期
定
数
歌
群
（
百
首
歌
）
に
も
多

く
確
認
で
き
る
こ
と
は
既
に
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
源
順
に
も
、
こ
の
紀
貫
之
の
影
響
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

特
徴
で
も
あ
る
。

　

紀
貫
之
の
こ
の
よ
う
な
詠
歌
様
式
に
、
源
順
も
影
響
を
受
け
て
い
る
だ

ろ
う
と
う
か
が
わ
せ
る
歌
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
次
の
『
貫
之
集
』
の

歌
に
対
す
る
源
順
の
歌
に
も
よ
く
そ
の
特
徴
が
投
影
し
て
い
る
。

○　
　

別
涼

 

み
そ
ぎ
す
る　

か
は 

の 

瀬
見
れ
ば　

か
ら
衣　

日
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
に　

浪
ぞ
た
ち
け
る
（「
貫
之
集
」
九
「
延
喜
二
年
倭
月
令
御
屏
風
之
料

歌
」）

○ 

み
そ
ぎ
す
る　

加
茂 

の 

川
波　

た
つ
日
よ
り　

松
の
か異

か
ぜげ

こ
そ　

ふ
か
く
み
え
け
れ
（「
順
百
首
」
四
九
八
）

文
法
構
造
の
対
称
性
＝
「
み
そ
ぎ
す
る
」
│
河
川
表
現
＋
二
句
の
頭

韻
「
か
」
│
「
の
」
│
動
詞
│
「
日
」
│
縁
語
（「
夕
暮
れ
」「
影
」）

│
係
助
詞
（
ぞ
・
こ
そ
）
│
動
詞
（「
立
つ
」「
見
ゆ
」）
│
助
動

詞
「
け
り
」

＊ 

初
句
韻
の
「
み
そ
ぎ
す
る
・
か
」
ま
で
六
音
同
韻
で
、
末
尾
も
ほ

ぼ
同
韻
の
「
け
る
／
け
れ
」
で
あ
り
、
文
法
だ
け
で
な
く
冠
・
沓

部
の
韻
も
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

三
十
一
文
字
の
う
ち
、同
じ
位
置
で
韻
を
合
わ
せ
て
い
る
箇
所
は
、「
み

そ
ぎ
す
る
」「
か
」「
の
」「
け
（
り
）」
で
あ
り
、
特
に
頭
韻
と
脚
韻
両
方

を
そ
ろ
え
て
い
る
。
源
順
が
、
冠
・
沓
部
な
ど
で
の
韻
に
意
を
配
る
の
は
、

沓
・
冠
歌
や
碁
盤
歌
、
さ
ら
に
漢
詩
の
押
韻
の
技
法
を
和
歌
に
応
用
さ
せ

た
「
文
字
探
り
」（
探
字
）（
安
部
（2021

）
ほ
か
参
照
）
な
ど
の
試
み
で

す
で
に
実
績
の
あ
る
技
法
で
も
あ
る
の
で
、
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
初
句
・
結
句
ほ
か
で
同
韻
を
そ
ろ
え
る
と
い
う
詠
歌
形
式

に
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
に
対
す
る
「
順
百
首
」
の
次
の
例
が
あ
る
。

安
部
・
前
稿
に
も
あ
げ
た
事
例
か
ら
紹
介
し
て
お
く
。

○ 

風
さ
む
み　

な
く 

か
り
が
ね
に　

あ
は
す
れ
ば　

夜
の
衣
は　

う
ち

ま
さ
り
け
り　
『
順
集
』
一
八
〇

○ 

夜
を
さ
む
み　

衣 

か
り
が
ね　

な
く 

な
へ
に　

萩
の
下
葉
も　

う
つ

ろ
ひ
に
け
り　
『
古
今
和
歌
集
』
二
一
一

文
法
的
構
造
の
対
称
性
＝
名
詞
│
さ
む
み
│
雁
が
音
│
《
な
く
》

│
（
衣
）
│
結
句
頭
韻
「
う
」
│
「
け
り
」

　

こ
こ
で
は
、
所
謂
後
代
の
本
歌
取
り
に
お
け
る
縁
語
、
同
語
、
類
義
語

だ
け
で
な
く
、
初
句
末
で
の
「
さ
む
み
」、
二
句
中
で
の
「
か
り
が
ね
」、

結
句
の
頭
韻
「
う
」、
結
句
の
脚
韻
「
け
り
」
ま
で
、
音
（
韻
）
を
そ
ろ

え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
同
じ
句
の
位
置
で
の
同
語
・

同
語
句
の
使
用
の
事
例
は
ほ
か
の
歌
に
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
に

同
じ
音
声
を
同
位
置
に
配
列
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
て
い
る
歌
は
多
く
は

な
い
（
近
藤
み
ゆ
き
（2004

）
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
初
期
定
数
歌
」
の

歌
人
と
比
較
さ
れ
た
い
）。
源
順
に
特
に
顕
著
な
詠
歌
様
式
と
指
摘
し
得

る
（
後
掲
の
他
の
事
例
も
参
照
）。
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順
の
こ
の
よ
う
な
詠
歌
様
式
は
、
紀
貫
之
の
歌
だ
け
で
は
な
く
、
前
代

の
歌
の
中
で
も
特
に
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
、
特
に
そ
の
中
の
贈

答
歌
に
も
類
似
す
る
歌
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
影
響
を
受

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３　
『
伊
勢
物
語
』
で
の
贈
答
歌
と
源
順

　
『
伊
勢
物
語
』
で
の
贈
歌
と
答
歌
に
お
い
て
、初
句
や
、初
句
・
二
句
（
の

一
部
）
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
形
を
と
る
贈
答
の
例
に
は
、
例
え
ば
十
九
段
も
あ

る
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、
結
句
末
尾
で
の
一
致
す
る
例
も
珍
し
く
は

な
い
。
い
ま
歌
の
部
分
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
。

○ 

紅
に
に
ほ
ふ
は
い
づ
ら
白
雪
の
枝
も
と
を
を
に
降
る
か
と
も
見
ゆ

紅
に
に
ほ
ふ
が
う
へ
の
白
菊
は
折
り
け
る
人
の
袖
か
と
も
見
ゆ

 

（
十
八
段
）

○ 

秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
ず
ら
へ
て
八
千
夜
し
寝
ば
や
あ
く
時
の

あ
ら
ん

秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
せ
り
と
も
言
葉
残
り
て
と
り
や
鳴
き
な

ん 

（
廿
二
段
）

○ 

鶯
の
花
を
縫
ふ
て
ふ
笠
も
が
な
濡
る
め
る
人
に
着
せ
て
か
へ
さ
ん

鶯
の
花
を
縫
ふ
て
ふ
笠
は
い
な
思
ひ
を
つ
け
よ
干
し
て
か
へ
さ
ん

 

（
百
廿
一
段
）

　

こ
れ
ら
に
お
け
る
初
句
か
ら
三
句
（
の
一
部
）
ま
で
（
冠
部
の
韻
）
と
、

結
句
の
末
尾
部
分
（
沓
部
の
韻
）
と
を
一
致
さ
せ
る
贈
答
歌
で
の
詠
歌
様

式
は
、
先
に
あ
げ
た
源
順
の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
よ
う
。（
ま
た
、『
万
葉
集
』
の
「
類
歌
」
と
同
類
と
も
み
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。）

　

そ
れ
ら
の
こ
と
も
加
味
す
る
と
、
源
順
の
対
句
的
構
成
の
詠
歌
形
式
に

は
、
漢
詩
の
対
句
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
「
歌
の
序
」
で
の
対
句
的
表
現

の
影
響
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
紀
貫
之
の
本
歌
取
り
的
詠
歌
形
式
、
さ

ら
に
、
同
時
代
の
歌
物
語
に
お
け
る
贈
答
歌
（
の
答
歌
）
で
の
技
法
な
ど

が
、
重
層
的
に
影
響
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
、
と
見
て
お
く
の
が
よ
り

ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
次
の
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
順
の
詠
歌
形
式
は
、
そ

の
独
自
性
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
ま
た
、
和
歌

史
上
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
は
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
と
思
う
。

４　
「
対
句
的
和
歌
」
と
他
の
技
法
と
の
相
違

　
　

│
│
「
贈
答
歌
」
の
特
徴
（
増
田
繁
夫
（1986

））

　

順
の
対
句
的
構
成
の
和
歌
と
形
式
的
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
は
、
ま
ず
「
本
歌
取
り
」（「
プ
レ
本
歌
取
り
」
期
も
含
め
て
広
義

の
意
味
）、「
引
歌
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
と
の
相
違
は
、
詠
歌
状

況
や
形
式
の
上
で
も
、
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
し
や
す
い
の
で
、

説
明
は
別
の
機
会
に
お
く
る
こ
と
と
し
て
お
く
。
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類
似
性
の
上
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
贈
答
歌
」
の

う
ち
の
答
歌
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
近
藤
み
ゆ
き
（2004

）「
古
今

風
の
継
承
と
革
新
」
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
、「
初
期
定
数
歌
」（「
三

百
六
十
首
歌
」
を
含
む
こ
れ
以
前
の
「
初
期
百
首
歌
」）
に
お
け
る
「
返
し
」

の
技
法
で
あ
る
。
後
者
は
、
近
藤
み
ゆ
き
氏
が
お
そ
ら
く
初
め
て
正
面
か

ら
取
り
上
げ
て
い
る
詠
歌
形
式
で
あ
る
。
本
稿
で
は
前
者
を
取
り
上
げ
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
る
。

　

で
は
、
特
に
「
贈
答
歌
」
に
認
め
ら
れ
る
贈
歌
・
答
歌
の
間
で
の
特
徴

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
三
代
集
時
代
の
贈
答

歌
の
構
成
や
様
式
、
特
に
そ
の
言
語
的
構
成
の
特
質
に
つ
い
て
」
の
「
卓

論
」（
近
藤
み
ゆ
き
（2004

））
と
さ
れ
て
い
る
増
田
（1986

）
の
解
釈
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

◆ 

増
田
繁
夫
（1986

）「
贈
答
歌
の
か
ら
く
り
」

　

増
田
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
贈
答
歌
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
少
し
長
く

な
る
が
中
略
を
含
ん
で
、
以
下
に
引
用
し
て
み
る
。

○ 

贈
答
歌
は
、
後
撰
集
の
時
代
に
そ
の
様
式
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
以
後
に
は
大
き
な
変
化
発
展
は
認
め
ら
れ
な
い
。
贈

答
歌
は
二
人
の
合
作
で
あ
り
、
特
に
答
歌
の
作
者
が
力
量
の
あ
る
人

で
は
な
い
と
す
ぐ
れ
た
作
品
に
な
ら
な
い
し
、
ま
た
贈
答
歌
の
成
立

す
る
場
は
和
歌
一
般
の
成
立
す
る
場
の
う
ち
の
ご
く
一
部
な
の
で
、

歌
と
し
て
の
多
様
さ
を
求
め
る
に
も
限
度
が
あ
る
と
い
っ
た
制
約
が

そ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

○ 

後
撰
集
前
後
に
確
立
し
た
贈
答
歌
の
基
本
的
な
形
は
、
一
は
贈
歌
の

設
定
し
た
文
脈
を
答
歌
も
う
け
る
こ
と
、
二
は
贈
歌
の
主
張
・
判

断
・
論
理
な
ど
に
対
し
て
、
答
歌
は
反
撥
・
否
定
・
反
論
な
ど
の
態

度
で
対
応
す
る
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
と
思
う
。
一
は
、【
中
略
】

一
般
に
は
贈
歌
の
中
心
的
な
語
句
、
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
設
定
し

て
い
る
語
句
を
答
歌
も
中
心
に
設
定
し
て
よ
む
、
と
い
う
形
で
行
わ

れ
る
。
二
は
、【
中
略
】
贈
歌
と
答
歌
が
主
張
、
反
論
の
形
で
対
立

す
る
方
が
、
贈
歌
を
う
け
て
答
歌
が
そ
れ
を
発
展
展
開
す
る
内
容
の

も
の
よ
り
構
成
的
で
あ
り
、
整
合
し
安
定
し
た
形
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
か
と
思
う
。

　

主
要
な
観
点
を
以
下
に
箇
条
書
き
に
し
て
お
く
。

・
贈
答
歌
は
後
撰
集
の
時
代
に
様
式
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
。

・ 

二
人
で
の
合
作
で
あ
り
、
特
に
答
歌
の
詠
み
手
に
は
力
量
が
求
め
ら

れ
る
。

・
贈
歌
の
文
脈
に
答
歌
も
従
う
こ
と

・ 

贈
歌
の
「
主
張
・
判
断
・
論
理
」
等
に
対
し
て
、
答
歌
は
「
反
撥
・

否
定
・
反
論
」 

等
の
態
度
で
対
応
す
る
。

・ 

贈
歌
に
お
け
る
中
心
的
語
句
、
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
を
設
定
し
て
い
る

語
句
を
、
答
歌
も
中
心
に
設
定
し
て
詠
む
。

・ 

贈
答
と
い
う
場
面
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
歌
と
し
て
の
多
様
性
に
制

約
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
の
う
ち
、
詠
歌
形
式
に
限
定
し
て
源
順
の
対
句
的
構
成

の
対
称
的
歌
と
比
較
し
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
、
贈
歌
に
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
贈
答
歌
独
自
の
詠
歌
環
境
（
設
定
）
に
関
す
る
次
の
点

は
捨
象
し
て
考
え
る
。
具
体
的
に
は
上
記
の
特
徴
で
言
え
ば
、
贈
答
歌
に

お
け
る
二
名
で
の
「
合
作
」
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
相
手
の
歌
に
答
え

4

4
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る4

と
い
う
点
は
除
外
す
る
。
歌
の
形
式
と
内
容
に
限
定
し
た
詠
歌
形
式
の

点
で
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
と
、
次
の
２

つ
の
点
で
は
必
ず
し
も
該

当
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

○
贈
歌
の
文
脈
に
答
歌
も
従
う
こ
と

○ 

贈
歌
の
「
主
張
・
判
断
・
論
理
」
等
に
対
し
て
、
答
歌
は
「
反
撥
・

否
定
・
反
論
」
等
の
態
度
で
対
応
す
る
。

　

語
句
や
表
現
は
、
同
一
な
い
し
類
似
し
て
い
て
も
、
詠
ま
れ
た
背
景
等

の
「
贈
歌
の
文
脈
」
を
受
け
る
（「
従
う
」）
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
順
の

歌
で
も
「
贈
歌
に
お
け
る
中
心
的
語
句
【
引
用
者
補
記
＝
や
】、
基
本
的

イ
メ
ー
ジ
を
設
定
し
て
い
る
語
句
を
、
答
歌
も
中
心
に
設
定
し
て
詠
む
」

こ
と
は
あ
っ
て
も
、《「
贈
歌
の
「
主
張
・
判
断
・
論
理
」
等
に
対
し
答
歌

が
「
反
撥
・
否
定
・
反
論
」
等
の
態
度
で
対
応
す
る
》
と
い
う
姿
勢
も
必

ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
２

つ
の
点
で
、
源
順
の
対
句

的
構
成
の
歌
は
増
田
（1986

）
が
あ
げ
る
「
贈
答
歌
に
お
け
る
答
歌
」
の

範
疇
に
は
該
当
し
て
い
な
い
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
源

順
の
上
記
の
詠
歌
形
式
は
、
贈
答
歌
で
の
返
し
と
は
異
な
る
、
独
特
の
様

式
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

源
順
の
こ
の
独
自
の
詠
歌
形
式
は
、
や
は
り
、「
詞
序
」
を
模
倣
し
た

「
歌
の
序
」
に
お
け
る
対
句
表
現
を
直
接
の
淵
源
と
な
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
歌
の
範
と
仰
ぐ
紀
貫
之
の
所
謂
本
歌
取
り

の
よ
う
な
歌
や
、
さ
ら
に
、
源
順
も
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
『
伊
勢
物

語
』
に
実
例
が
あ
っ
た
、「
初
句
・
二
句
│
結
句
」
と
い
う
「
冠
・
沓
」

部
で
押
韻
さ
せ
た
よ
う
な
詠
歌
形
式
と
が
、
強
く
意
識
さ
れ
統
合
さ
れ
た

よ
う
な
形
式
、
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

源
順
の
対
句
的
対
称
的
表
現
の
和
歌
の
淵
源

○ 

「
歌
の
序
」
に
お
け
る
韻
数
律
を
伴
な
う
対
句
表
現
（
そ
の
和
歌
へ

の
応
用
）

○ 

紀
貫
之
の
所
謂
初
期
本
歌
取
り
的
詠
歌
様
式
（
特
に
初
句
・
二
句
で

の
一
致
）

○ 

『
伊
勢
物
語
』
贈
答
歌
に
例
の
あ
る
「
初
句
・
二
句
│
結
句
」（「
冠

│
沓
」
部
相
当
）
で
の
押
韻
形
式

　

特
に
、
初
句
（
と
二
句
）
だ
け
で
な
く
、
結
句
や
、
時
に
第
四
句
に
も

及
ぶ
語
句
の
一
致
と
い
う
点
で
は
、「
歌
の
序
」
と
『
伊
勢
物
語
』
と
で

一
致
し
て
い
る
の
で
、
源
順
の
中
で
は
、
中
国
の
「
詞
序
」
を
〝
和
化
〞

さ
せ
た
「
歌
の
序
」
の
中
で
生
ま
れ
た
「
対
句
」
的
形
式
と
い
う
こ
と
が
、

や
は
り
一
番
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
比
較
す
べ
き
は
「
初
期
百
首
歌
」

（
初
期
定
数
歌
）
に
お
け
る
「
返
し
」（
近
藤
み
ゆ
き
（2004

））
の
特
徴

で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と

と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
ま
だ
探
索
途
中
で
は
あ
る
が
、
次
に
、
源
順
の

こ
の
詠
歌
形
式
の
後
代
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
現
段
階
の
も
の
を
提
示
し

て
お
く
こ
と
と
す
る
。

５　

源
順
の
詠
歌
様
式
の
後
代
へ
の
影
響

５
│
１　

後
代
の
歌
人
の
対
の
歌

　

こ
こ
で
は
、
上
に
挙
げ
て
き
た
よ
う
な
、
対
称
性
の
高
い
対
句
的
構
成

を
な
す
源
順
の
詠
歌
形
式
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
後
代
の
和
歌
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を
探
索
し
て
提
示
し
て
み
た
い
。

　

前
稿
・
安
部
（2004

）
で
は
、『
恵
慶
百
首
』
の
次
の
事
例
を
あ
げ
た
。

◆
『
恵
慶
百
首
』
と
『
源
順
集
』

○ 

ゐ
せ
き
よ
り　

も
る
水
の
を
と
の　

き
こ
え
ぬ
は　

冬
来
に
け
れ
ば　

こ
ほ
り
す
ら
し
も
（「
源
順
集
」、
沓
冠
歌
│
冬
・548

）

〇 

ゐ
で
河
の　

け
ふ
波
音
の　

き
こ
え
ぬ
は　

冬
の
は
じ
め
と　

こ
ほ

り
す
ら
し
も
（
恵
慶
百
首
・
沓
冠
歌
│
冬
・261

）

　

そ
の
他
、
安
部
（2024a
）（2024b

）
に
て
も
類
似
事
例
を
追
加
し
た

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

５
│
２　

 『
和
泉
式
部
日
記
』
の
式
部
５
首
と
帥
の
宮
の
５
首
の
類
似

　

い
わ
ゆ
る
河
原
院
文
化
圏
の
歌
人
と
の
交
流
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
和
泉

式
部
に
も
、
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
贈
答
歌
が
あ
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』

に
見
ら
れ
る
和
泉
と
師
宮
と
の
５

首
ず
つ
連
作
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
５

首
連
作
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
対
比
さ
せ
る
た
め
に

１

組
ず
つ
併
記
し
て
示
す
。
初
句
な
い
し
初
句
と
二
句
（
太
字
部
）
だ
け

で
な
く
、
下
の
句
内
の
同
じ
よ
う
な
位
置
（
□
枠
部
参
照
）
に
対
称
的
語

句
（
同
語
、
縁
語
、
類
語
な
ど
）
が
、
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
（
４

・
５

組
目
の
み
師
宮
の
下
の
句
に
は
該
当
語
句
は
見
ら
れ
な

い
）。

１

（
和
泉
） 

秋 

の 

う
ち
に
朽
ち
は
て
ぬ
べ
き
こ
と
わ
り
の　

時
雨
に
袖

を
誰
に
か
ら
ま
し

（
師
宮
） 

秋 

の 

う
ち
は
朽
ち
け
る
も
の
を
人
も
さ
は　

わ
が 

袖
と

の
み
思
ひ
け
る
か
な

２

（
和
泉
） 

消
え 

ぬ 

べ
き 

露 

の 

わ
が 

身
は
も
の
の
み
ぞ　

あ
ゆ
く

草
葉 

に
悲
し
か
り
け
る

（
師
宮
） 

消
え 

ぬ 

べ
き 

露 

の 

命
と
思
は
ず
は　

久
し
き
菊 

に
か

か
り
や
は
せ
ぬ

３

（
和
泉
） 

ま
ど
ろ
ま 

で
あ
は
れ
い
く
か
（「
い
く
夜
」
日
記
）
に
な
り

ぬ
ら
ん　

た
だ
雁 

が 

ね 

を 

聞
く 

わ
ざ 

に
し
て

（
師
宮
） 

ま
ど
ろ
ま 

で
雲
居
の
雁 

の 

ね 

を 

聞
く
は　

心
づ
か
ら

の 

わ
ざ 

に
ぞ
あ
り
け
る

４

（
和
泉
） 

わ
れ 

な
ら 

ぬ 

人 

も
さ
ぞ
見
ん
長
月
の
有
明 

の
月
に
し

か
じ
あ
は
れ
は

（
師
宮
） 

わ
れ 

な
ら 

ぬ 

人 

も 

有
明 

の
空
を
の
み　

同
じ
心
に
な

が
め
け
る
か
な

５

（
和
泉
） 

よ
そ 

に
て 

も 

同
じ
心
に
有
明
の　

月
を
見
る
や
と
誰 

に 

問 

は 

ま
し

（
師
宮
） 

よ
そ 

に
て 

も 

君
ば
か
り
こ
そ
月 

見
め
と　

思
ひ
て
ゆ
き

し
今
朝 

ぞ 

悔
し
き

　

こ
の
贈
答
の
成
立
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

単
純
で
は
な
い
。『
和
泉
式
部
日
記
』
に
従
え
ば
、
女
の
側
か
ら
連
作
の

５

首
の
歌
を
よ
み
こ
ん
だ
「
手
習
の
や
う
」
な
手
紙
を
宮
に
や
り
、
宮
は

連
作
の
歌
５

首
だ
け
で
返
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

太
字
や
傍
線
部
に
て
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
贈
答
歌
に
お
け
る
答
歌
で

は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
、
源
順
の
詠
歌
形
式
と
の
類
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似
が
認
め
ら
れ
る
。

○ 
初
句
、
時
に
二
句
ま
で
及
ん
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
語
句
や
表
現
が
あ

る
。

○ 

多
く
は
下
の
句
に
お
い
て
も
、
同
一
な
い
し
縁
語
な
ど
の
類
似
す
る

語
句
・
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
結
句
の
場
合
に
特
に
多
い
。

○ 

（
右
の
２

点
の
特
徴
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
）
三
十
一
文
字

の
文
法
的
構
造
も
類
似
し
た
構
成
を
成
す
も
の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
先
に
見
て
き
た
源
順
の
対
句
的
歌
の
詠
歌
形
式
と

極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
初
句
・
二
句
（
冠

部
）
と
下
の
句
（
い
わ
ば
沓
部
）
と
の
両
方
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
語

句
や
表
現
を
そ
ろ
え
、
か
つ
、
文
法
的
構
造
も
近
似
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
対
を
な
し
て
い
る
10
首
で
あ
る
こ
と
を
、
形
式
上
で
も
顕
著
に
示
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
５

組
に
み
ら
れ
る
特
徴
か
ら
み
て
、
偶
然
に
こ
の
よ
う
な

歌
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、こ
の
よ
う
な
形
式
に
な
る
、あ
る
種
の
「
様

式
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
総
合
的
に
は
、
手
本

と
な
る
そ
の
よ
う
な
「
様
式
」
に
似
せ
て
詠
作
さ
れ
た
答
歌
群
で
あ
る
可

能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
手
本
、
見
本
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
形
式
で
の
詠
歌
の

多
さ
と
歌
人
と
し
て
の
影
響
力
か
ら
み
て
、
ま
た
河
原
院
文
化
圏
の
歌
人

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
源
順
の
対
句
的
和
歌
が
ひ
と
つ
の
モ

デ
ル
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

６　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
源
順
の
特
徴
的
詠
歌
技
法
と
し
て
、
対
句
的
対
称
的
和
歌

の
特
徴
を
取
り
上
げ
、
該
当
す
る
歌
を
追
加
し
、
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ

る
歌
を
指
摘
し
た
。
源
順
の
技
法
に
は
、
漢
詩
の
詩
序
に
お
け
る
対
句
表

現
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
紀
貫
之
の
歌
の
影
響
、『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の

影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
を
含
む
安
部
（2022

、2024a, b, c

）
に
お
け
る
源
順
の
対
句
的

和
歌
に
は
以
下
の
よ
う
な
パ
タ
ン
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（2024b, c

に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
が
あ
る
）。

　

１　

 

語
句
の
対
称
的
類
似
＝
語
句
の
一
致
が
強
い
パ
タ
ン
（
初
句
・
二

句
、
そ
し
て
時
に
結
句
の
一
部
も
）

　

２　

 

構
成
の
対
称
的
類
似
＝
（
語
・
表
現
よ
り
も
）
文
法
的
構
成
を
同

期
さ
せ
、
意
味
的
に
テ
ー
マ
も
同
期
さ
せ
る
パ
タ
ン

　

３　

 

１

と
２

の
特
徴
を
併
せ
持
つ
＝
形
式
的
に
は
主
に
パ
タ
ン
１

を
部

分
的
に
取
り
入
れ
て
て
い
る
歌

　

こ
の
う
ち
、
１

と
３

は
い
わ
ゆ
る
「
本
歌
取
り
」、
贈
答
歌
の
答
歌
、

初
期
定
数
歌
（
初
期
百
首
歌
）
の
「
返
し
」
な
ど
に
も
、
形
式
的
な
点
で

か
な
り
類
似
し
て
く
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ

源
順
独
自
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ま
考
え
て
い
る
の
は
パ
タ

ン
の
２

で
あ
る
。
具
体
例
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
（
安
部

（2024a
）
参
照
）。
同
じ
く
パ
タ
ン
２

の
事
例
に
な
る
も
の
に
は
、「
源
順

集
」
の
長
歌
と
『
篁
物
語
』
中
の
和
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
安
部

（2017

））。
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パ
タ
ン
２　

事
例
（
い
ま
源
順
作
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
別
と
し

て
、
典
型
的
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
る
。
対
称
性
の
解
説
は
安
部

（2024a
）
参
照
。）

　

○ 

お
な
じ
野
の　

露
は
い
づ
れ
も　

と
ま
ら
ね
ど
／
ま
づ　

消
ゆ

と 

の
み　

き
く
が
く
る
し
さ　
『
宇
津
保
物
語
』
あ
て
宮

　

○ 

常
に
寄
る 
し
ば
し
ば
か
り
は　

泡
な
れ
ば　

／
つ
い
に　

溶
け 

な

ん　

こ
と
ぞ
悲
し
き　
『
篁
物
語
』
妹

　
　

元
歌
＝
歌
意

　
　
　
　
　
　

≒

　
　

対
歌
＝
歌
意
＝ 

元
歌
と
文
法
的
構
成
が
類
似
し
主
題
・
発
想
の
一
致

が
強
い

　

こ
の
パ
タ
ン
２

は
、
語
や
表
現
の
同
一
・
一
致
を
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
い

と
い
う
点
で
、
パ
タ
ン
１

、
３

と
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
分
、
上
記
の

よ
う
な
本
歌
取
り
、
引
き
歌
、
答
歌
、「
返
し
」
な
ど
と
も
距
離
が
あ
る
。

よ
り
「
対
句
」
的
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

詠
歌
様
式
は
、
河
原
院
文
化
圏
の
歌
人
達
に
は
ど
の
程
度
、
意
識
さ
れ
共

有
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
点
が
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

　

一
方
、
パ
タ
ン
１

の
ル
ー
ツ
と
し
て
は
新
た
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
本
稿
で
は
改
め
て
「
詩
序
」、
紀
貫
之
、『
伊
勢
物
語
』
を
指
摘

し
た
。
こ
の
う
ち
、
源
順
が
と
い
う
限
定
は
な
い
が
河
原
院
文
化
圏
の
歌

人
が
紀
貫
之
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
既
に
あ
る
。
本
歌
取

り
の
事
例
と
し
て
紀
貫
之
（
額
田
王
歌
）
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ

こ
ま
で
は
既
に
先
行
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
プ
レ
本
歌

取
り
史
研
究
の
小
山
順
子
（2015

）
や
、
初
期
定
数
歌
比
較
を
す
る
松
本

真
奈
美
（2005

）、
類
似
歌
を
挙
げ
る
福
田
智
子
（2011

）、
贈
答
歌
論
で

の
松
田
繁
夫
（1986

）
の
中
に
も
、
百
首
歌
の
「
返
し
」
を
検
討
す
る
近

藤
み
ゆ
き
（2004

）
に
も
、
比
較
対
象
と
し
て
出
て
こ
な
い
歌
の
形
式
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
上
代
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
類
歌
」（
類
想
歌
）
で

あ
る
。
類
歌
と
源
順
の
こ
の
様
式
と
に
は
興
味
深
い
共
通
性
が
あ
り
そ
う

で
あ
る3
注

。
類
歌
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
歌
の
関
係
で
あ
る
。

１　

Ａ　

 

恋
し
け
ば
（
恋
之
家
婆
）
形
見
に
せ
む
と
我
が
や
ど
に
植
ゑ
し

藤
波
今
咲
き
に
け
り
（
万
八
・
一
四
七
一
）

　
　

Ｂ　

 

恋
し
く
は
（
恋
之
久
者
）
形
見
に
せ
よ
と
我
が
背
子
が
植
ゑ
し

秋
萩
花
咲
き
に
け
り
（
万
一
〇
・
二
一
一
九
）

２　

Ａ　

 

秋
さ
ら
ば
（
秋
去
者
）
移
し
も
せ
む
と
我
が
蒔
き
し
韓
藍
の
花

を
誰
か
摘
み
け
む
（
万
七
・
一
三
六
二
）

　
　

Ｂ　

 

秋
さ
ら
ば
（
秋
去
者
）
妹
に
見
せ
む
と
植
ゑ
し
萩
露
霜
負
ひ
て

散
り
に
け
る
か
も
（
万
一
〇
・
二
一
二
七
）

　
　

Ｃ　

 

春
さ
ら
ば
（
春
去
者
）
か
ざ
し
に
せ
む
と
我
が
思
ひ
し
桜
の
花

は
散
り
行
け
る
か
も
（
万
一
六
・
三
七
八
六
）

３　

Ａ　
 

あ
り
つ
つ
も
（
在
管
裳
）
君
を
ば
待
た
む
う
ち
な
び
く
我
が
黒

髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に
（
万
二
・
八
七
）

　
　

Ｂ　

 
居
明
か
し
て
（
居
明
而
）
君
を
ば
待
た
む
ぬ
ば
た
ま
の
我
が
黒

髪
に
霜
は
降
る
と
も
（
万
二
・
八
九
）
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源
順
は
『
万
葉
集
』
の
専
門
ゆ
え
梨
壷
の
五
人
に
加
え
ら
れ
た
。『
万

葉
集
』
の
長
歌
の
中
に
も
対
句
表
現
や
類
歌
が
含
ま
れ
る
が
、「
源
順
集
」

の
長
歌
の
中
か
ら
対
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
中
古

和
歌
の
上
記
の
研
究
で
は
こ
の
「
類
歌
」
と
の
比
較
が
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

源
順
の
和
歌
の
技
法
の
研
究
と
し
て
は
、
次
は
こ
の
「
類
歌
」
と
の
比
較

が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　

源
順
の
類
似
す
る
対
句
的
和
歌
は
さ
ら
に
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
和
歌
も
さ
ら
に
追
加
で
き
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い

注１ 

「
源
順
集
」「
順
百
首
」
ほ
か
和
歌
資
料
か
ら
の
引
用
は
、
先
行
研

究
か
ら
の
引
用
部
分
で
は
原
則
先
行
研
究
の
原
文
の
ま
ま
と
し
た

（
ご
く
一
部
、
一
致
す
る
語
句
の
表
記
を
敢
え
て
そ
ろ
え
た
場
合

も
あ
る
）。
そ
の
他
で
は
、
原
則
と
し
て
、『
国
歌
大
観
』『
私
家

集
大
成
』
に
よ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
「
日
本W

eb
図
書
館
」
の

「
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
よ
っ
て
検
索
し
た
本
文
（
底

本
）
を
参
考
と
し
た
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
源
順
集
」
は
書

陵
部
本
「
歌
仙
集
」
を
、「
順
百
首
」
部
分
は
伝
二
条
為
氏
筆
本

（
天
理
図
書
館
蔵
）「
好
忠
集
」
を
参
考
と
し
た
。
な
お
本
稿
の
目

的
が
歌
の
語
句
・
表
現
の
一
致
や
類
似
を
示
す
こ
と
に
あ
る
の
で
、

特
に
そ
の
よ
う
な
部
分
で
は
便
宜
的
に
表
記
（
漢
字
・
仮
名
表
記
、

仮
名
遣
い
等
）
を
改
め
た
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
ご
了
解
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

２ 

本
稿
（
安
部2024c

）
は
、
安
部
（2024a

、b

）
と
は
相
前
後
し

て
順
次
執
筆
し
、
参
考
文
献
に
も
記
載
の
よ
う
に
、
各
々
で
小
山

順
子
（2023

）
の
本
歌
取
り
論
お
よ
び
松
本
真
奈
美
（2005

）「
初

期
百
首
歌
」
比
較
、
福
田
智
子
（2011

）
で
の
類
似
歌
指
摘
、
増

田
繁
夫
（1986

）
の
贈
答
歌
論
な
ど
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
が
、

内
容
説
明
の
必
要
上
、
事
例
の
多
く
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
ご

了
承
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

３ 

「
類
歌
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
勝
又
隆
氏
（
学
習
院
大
学
教
授
）

か
ら
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

付
記
１　

本
稿
は
次
の
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
も
一
部
含
ま
れ

る
。
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費2017-2019

年
度
基
盤
研

究
（
Ｃ
）（
基
金
）、
課
題
番
号
：17K

02785

、
代
表
：
安
部
）

参
考
文
献

増
田
繁
夫
（1986

）「
贈
答
歌
の
か
ら
く
り
」『
和
歌
文
学
の
世
界　

第

十
集　

論
集　

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
笠
間
書
院

近
藤
み
ゆ
き
（2004

）「
古
今
風
の
継
承
と
革
新
│
初
期
定
数
歌
論
│
」

『
古
今
和
歌
集
の
伝
統
と
評
価
』
風
間
書
房

松
本
真
奈
美
（2005

）「
恵
慶
百
首
に
つ
い
て
│
│
好
忠
百
首
・
順
百

首
と
の
関
連
│
│
」『
尚
絅
学
院
大
学
紀
要
』
51

福
田
智
子
（2011

）「〈
順
百
首
〉
の
表
現
摂
取
│
│
先
行
歌
集
・
歌
合

と
の
関
わ
り
と
『
古
今
和
歌
六
帖
』
│
│
」『
文
化
情
報
学
』
６

│
１
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小
山
順
子
（2015

）「
本
歌
取
り
成
立
前
史:

平
成
二
十
六
年
度
第
一

回
日
本
文
学
研
究
専
攻
特
別
講
義
」『
特
別
講
座
』
第
29
号

小
山
順
子
（2023

）「『
後
撰
集
』
時
代
の
〈
本
歌
取
り
〉
に
つ
い
て
」

『
国
文
論
藻
』
22

●
安
部
関
連
論
文

安
部
清
哉
（2017
）「
原
『
篁
物
語
』
の
作
者
・
成
立
年
と
源
順
お
よ

び
河
原
院
歌
壇
沈
淪
歌
人
群
の
長
歌
・
和
歌
│
│
九
六
一
年
か
ら

九
八
〇
年
頃
か
│
│
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
63

安
部
清
哉
（2022

）「
源
順
に
お
け
る
漢
か
ら
和
│
│
探
韻
か
ら
探
字
・

押
韻
の
和
歌
そ
し
て
歌
の
序
の
対
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