
古
代
歌
謡

別
に
整
理
・
分
類
す

歌
人
ご
と
の
対
句
使

対
句
の
研
究
史
上

た
と
い
う
事
実
が
示

特
徴
の
ひ
と
つ
に
、

一

江
戸
時
代
後
期
に

究
は
、
主
に
対
句
の

れ
て
き
た
。
前
者
は

そ
れ
と
は
基
本
的
に

更
に
は
初
期
万
葉
か

も
の
が
多
い
。
一
方

古
代

に
お
け
る
連
対
の
用
法

る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
う
え
で
数

用
の
傾
向
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

、
形
式
に
よ
る
分
類
が
重
視
さ
れ
、
盛

す
と
お
り
、
古
代
歌
謡
お
よ
び
万
葉
集

形
式
の
多
様
性
が
あ
る
。
小
国
重
年

は
じ
ま
る
記
紀
歌
謡
お
よ
び
万
葉
集
の

内
容
と
形
式
と
い
う
、
異
な
る
二
つ
の

、
歌
謡
や
初
期
万
葉
に
見
ら
れ
る
対
句

異
な
る
と
い
う
指
摘
に
始
ま
り
、
記
紀

ら
後
期
万
葉
へ
と
、
対
句
の
質
的
な
変

で
後
者
は
、
歌
謡
や
万
葉
集
に
見
ら
れ

歌
謡
に
お
け
る
連
対
の

的
処
理
に
よ
っ
て

ん
に
行
わ
れ
て
き

に
お
け
る
対
句
の

が
『
長
歌
詞
の
珠

く
必
要
が
あ

こ
の
よ
う

を
取
り
上
げ

お
く
。
連
対

鹿
こ
そ

対
句
に
関
す
る
研

視
点
か
ら
進
め
ら

が
、
中
国
文
学
の

歌
謡
か
ら
万
葉
へ
、

化
を
主
題
と
し
た

る
対
句
を
、
形
式

対
・
三
並
対

ま
で
様
々
な

形
式
面
か
ら

た
よ
う
に
も

か
だ
が
、
そ

で
は
な
い
だ

の
よ
う
な
機

用
法

衣
』
の
中
で

る
と
考
え
る
。

な
立
場
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
対
句

る
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
連
対
の
基
礎

は
、

ば

い
這
ひ
拝
め

」
に
分
類
し
た
の
を
始
ま
り
と
し
て
、

分
類
方
法
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か

の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
整
理
分
類
や
数

思
わ
れ
る
。
歌
謡
や
万
葉
集
の
対
句
が

の
背
後
に
は
、
形
式
ご
と
に
個
別
の
は

ろ
う
か
。
各
形
式
が
歌
の
中
で
如
何
に

能
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
修
辞
上

山

本

、
対
句
を
「
一
句
対
・
二
句
対
・
四
句

一
の
形
式
の
ひ
と
つ
、
連
対

的
事
項
に
つ
い
て
述
べ
て

そ
れ
以
降
、
現
在
に
至
る

し
そ
の
一
方
で
、
対
句
の

的
な
考
察
に
終
始
し
て
き

多
様
性
を
有
す
る
の
は
確

た
ら
き
や
特
性
が
あ
る
の

用
い
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

の
問
題
に
目
を
向
け
て
い

直

子

連
対
・
六
句
連
対
・
長
句



こ
れ
ら
に
対
し
て
、

現
の
う
ち
特
に
連
対

で
は
連
対
を
中
心
に

ま
で
の
、
古
代
歌
謡

は
、
深
く
は
触
れ
ら

本
稿
で
は
、
特
に

万
葉
の
連
対
を
論
じ

先
に
も
述
べ
た
と

岡
部
政
裕
氏
は
形
式

第
二
位
に
な
る
が
、

に
占
め
る
割
合
は
非

歌
人
ご
と
の
一
連
の

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

問
題
を
扱
っ
て
お
り

古
代
歌
謡

鶉
こ
そ

い
這

鹿
じ
も
の

鶉
な
す

い

と
い
っ
た
対
句
を
指

で
、
対
句
が
二
回
以

た
は
内
容
を
受
け
る

大
畑
幸
恵
氏
「
赤
人
の
対
句
」
は
、
山

に
注
目
さ
れ
、
用
法
を
分
析
さ
れ
た
も

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
赤

あ
る
い
は
万
葉
集
全
般
を
捉
え
た
連
対

れ
て
い
な
い
。

古
代
歌
謡
に
お
け
る
連
対
の
用
法
を
明

る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
前
身
と

お
り
、
連
対
に
注
目
し
た
論
は
決
し
て

ご
と
の
数
量
的
調
査
の
結
果
、
連
対
の

第
一
位
の
短
対
（
二
句
対
の
こ
と
）
に

常
に
低
い
と
の
結
論
を
導
か
れ
た
。
ま

対
句
論
の
な
か
で
、
特
に
山
部
赤
人
に

い
る
。
し
か
し
こ
の
両
論
は
、
ど
ち
ら

、
連
対
の
実
質
的
機
能
を
考
察
す
る
に

に
お
け
る
連
対
の
用
法

ひ
も
と
ほ
れ

い
這
ひ
拝
み

這
ひ
も
と
ほ
り
（
巻
三
・
二
三
九
・
人

す
。
対
句
を
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
分
類

上
続
い
て
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
前
の

形
で
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

部
赤
人
の
対
句
表

の
で
、
そ
の
意
味

人
の
時
代
に
至
る

の
役
割
に
つ
い
て

ら
か
に
し
た
い
。

な
る
古
代
歌
謡
の

い本末
い
伐

右
の
歌
謡

豊
富
で
は
な
い
。

使
用
句
数
は
集
中

比
べ
る
と
、
全
体

た
阿
蘇
瑞
枝
氏
も
、

そ
の
使
用
が
多
い

か
と
い
え
ば
数
の

は
及
ん
で
い
な
い
。

古
代
歌
謡

〇
・
九
一
）、

ち
日
本
書
紀

の
で
、
今
は

（
１
）
ちい

麻
呂
）

し
た
中
の
一
形
式

対
句
中
の
語
、
ま

連
対
の
あ
り

わ
け
連
対
に

度
確
立
し
て

た
う
え
で
、

す
る
。

取
ら
む
と

心
は
思
へ
ど

辺
は

君
を
思
ひ
出

辺
は

妹
を
思
ひ
出

苛
な
け
く

そ
こ
に
思
ひ
出

悲
し
け
く

こ
こ
に
思
ひ
出

ら
ず
そ
来
る

梓
弓
檀
（
記
五
一
）

は
、
応
神
天
皇
崩
御
後
、
大
山
守
命
の

二に
お
け
る
連
対
の
使
用
数
は
、
古
事

日
本
書
紀
に
一
例
（
紀
四
三
）
の
、

の
例
（
紀
四
三
）
は
古
事
記
の
一
例

古
事
記
の
三
例
を
取
り
上
げ
て
考
察
し

は
や
人

宇
治
の
渡
り
に

渡
り
瀬
に

伐
ら
む
と

心
は
思
へ
ど

方
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考

つ
い
て
は
、
古
代
歌
謡
の
時
点
で
そ
の

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
歌
謡
に
見

古
代
歌
謡
か
ら
万
葉
集
へ
の
展
開
の
見

反
乱
に
際
し
て
、
宇
遅
能

記
に
三
例
（
記
五
一
・
九

計
四
例
で
あ
る
。
こ
の
う

（
記
五
一
）
と
重
出
に
な
る

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

立
て
る

梓
弓
檀

二
え
る
た
め
で
あ
る
。
と
り

基
本
的
な
用
法
が
あ
る
程

る
連
対
の
用
法
を
考
察
し

通
し
に
も
触
れ
る
こ
と
と



古
代
歌
謡

と
あ
っ
た
と
き
に
、

も
し
く
は

｜

・

の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
、
対
句

が
連
続
し
て
用
い
ら

れ
ず
、
連
対
と
は
認

一
対
句
（

）
が
ま

そ
も
そ
も
、
連
対

も
の
で
あ
る
。
当
該

が
あ
る
と
考
え
ら
れ

こ
の
歌
謡
に
は
全

連
対
と
考
え
得
る
の

瑞
枝
氏
は
両
対
句
を

れ
る
。
理
由
は
特
に

確
な

が
り
が
認
め

和
紀
郎
子
が
水
死
し

に
お
け
る
連
対
の
用
法

語
句
、
或
い
は
そ
の
内
容
に
関
し
て
、

｜

と
い
う
対
応
が
認
め
ら
れ
な
け

、
こ
こ
で
の

と

に
は
ど
ち
ら
の
対

を
構
成
す
る
二
連
が
、
次
の
二
連
に
対

れ
て
い
て
も
、
両
者
に
語
や
内
容
上
の

め
得
な
い
例
も
少
な
く
は
な
い
。
こ
の

さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

は
、

例
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
連
対
の
認
定
自

る
の
で
、
そ
こ
か
ら
考
察
を
始
め
た
い

体
と
し
て
三
つ
の
二
句
対
が
含
ま
れ
て

は
第
二
対
句
（

）
と
第
三
対
句
（

連
対
で
は
な
く
、
二
句
対
が
二
つ
の
形

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
二

ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
よ
る
の
だ
ろ
う

た
兄
、
大
山
守
命
の
遺
体
を
見
て
詠
ん

｜

・

｜

、

れ
ば
な
ら
な
い
も

応
も
見
ら
れ
な
い
。

し
て
、
明
確
な
連

惜
へ
と
転
じ

と
結
ば
れ
る

で
あ
る
。
こ

と
い
う
ほ
ど

っ
て
木
の
全

連
続
性
が
認
め
ら

歌
謡
に
お
け
る
第

語
」
あ
る
い

る
も
の
も
あ

で
連
対
を

連
対
と
し
て

具
体
的
に

に
」
か
ら
「

て
そ
の
木
を

体
に
若
干
の
問
題

。い
る
。
こ
の
う
ち
、

）
で
あ
る
。
阿
蘇

で
あ
る
と
判
断
さ

句
対
ど
う
し
に
明

。
確
か
に
、
対
句

め
る
こ
と
は

こ
れ
に
対

か
。
問
題
は

し
て
い
る
の

は
次
の
コ
コ

し
の
意
」
の

一
方
で
、「
ソ

だ
と
さ
れ
て
い
る

続
性
を
持
た

、
そ
れ
故
に
大
山
守
命
の
比
喩
で
あ
る

。
連
対
が
置
か
れ
る
の
は
、
こ
の
ま
さ

こ
で
の
「
本
辺
」
と
「
末
辺
」
は
、「

の
意
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、「
本

体
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
る
方
が
よ
い

は
「『
そ
こ
』『
こ
こ
』
は
本
方
、
末
方

り
、
解
釈
が
わ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場

構
成
し
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
可

考
察
の
対
象
に
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

歌
謡
に
即
し
て
見
て
い
こ
う
。
冒
頭

梓
弓
檀
」
ま
で
が
宇
治
の
浅
瀬
に
生
え

大
山
守
命
に
な
ぞ
ら
え
て
「
い
伐
ら
む

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
て
、

と

の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

、

の
「
本
辺
」「
末
辺
」
と
、

の

か
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

に
関
し
て

と
対
し
て
い
て
、
あ
れ
に
つ
け
思
い
出

よ
う
に
、
特
に

と
関
連
づ
け
る
こ
と

コ
ニ
・
コ
コ
ニ
は
『
本
方
は
』『
末

な
い
場
合
、
そ
れ
は
単
な
る
二
句
対
の

三
檀
の
木
を
伐
ら
ず
に
来
た
、

に
主
題
に
あ
た
る
陳
思
部

一
方
で
は
、
他
方
で
は
、

」
と
「
末
」
の
対
比
に
よ

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

を
受
け
た
代
名
詞
」
と
す

合
、
後
者
に
よ
れ
ば

・

能
で
あ
る
の
で
、
今
回
は

「
ち
は
や
人
宇
治
の
渡
り

る
檀
の
木
の
提
示
、
そ
し

と
心
は
思
へ
ど
」
か
ら
哀

理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う

「
そ
こ
」「
こ
こ
」
が
対
応

諸
注
を
見
る
と
、「
ソ
コ

し
、
こ
れ
に
つ
け
思
い
出

な
く
捉
え
る
も
の
が
あ
る

方
は
』
に
対
応
し
た
同
義

連
続
で
あ
り
、
連
対
と
認



地
名
の
提

景
物
に

景
物
に

景
物
に

こ
こ
で
も
、
山
の
「

と
花
の
咲
く
場
所
を

「
末
辺
」
の
対
比
に
よ

様
子
を
表
す
と
解
釈

の
ど
こ
を
見
て
も
「

う
、
宇
遅
能
和
紀
郎

と
連
対
と
の
関
係
を

古
代
歌
謡

古
代
歌
謡
や
万
葉
集

法
が
多
く
用
い
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ

挙
げ
ら
れ
る
。

三
諸
は

人
の

椿
花
咲
く

う示
（
宇
治
の
渡
り
）＋
景
物
の
提
示
（

託
し
た
心
情

託
し
た
心
情

託
し
た
心
情

本
辺
」
に
あ
し
び
が
咲
き
、「
末
辺
」

限
定
的
に
述
べ
て
い
る
と
捉
え
る
よ

っ
て
、
実
際
に
は
山
全
体
に
春
の
花

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
先
の

君
」
と
「
妹
」
が
痛
ま
し
く
悲
し
く
思

子
の
葛
藤
す
る
心
情
を
表
現
し
て
い
る

図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

に
お
け
る
連
対
の
用
法

の
対
句
で
は
、
朝
と
夕
の
対
で
一
日
を

て
お
り
、
こ
の
場
合
も
そ
れ
に
類
す
る

れ
と
同
様
の
表
現
と
し
て
、
万
葉
集
巻

守
る
山

本
辺
に
は

あ
し
び
花

ら
ぐ
は
し

山
そ

泣
く
子
守
る
山

檀
）連対部

関
す
る
物
語

そ
れ
ら
の
最

者
、
読
歌
也

も
明
確
で
は

言
を
並
べ
立

も
の
に
な
る

で
な
く
て
も

に
は
椿
が
咲
い
た

り
は
、「
本
辺
」
と

々
が
咲
い
て
い
る

連
対
は
、
そ
の
木

い
出
さ
れ
る
と
い

と
考
え
る
。
長
歌

在
り
と家国

允
恭
記
の

表
す
と
い
っ
た
手

表
現
と
考
え
ら
れ

十
三
の
次
の
歌
が

咲
き

末
辺
に
は

（

三
二
二
二
）

こ
の
よ
う
に

想
定
で
き
る

（
２
）
こ上下

に
は
、
十
三
首
に
お
よ
ぶ
歌
謡
が
挿
入

後
を
飾
る
も
の
で
あ
る
。
直
前
の
八
九

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
読
歌
」
の
意

な
い
が
、「
元
来
は
祝
い
歌
の
意
で
あ

て
る
た
め
に
長
い
形
式
の
歌
に
な
り
、

の
で
、
そ
の
よ
う
な
曲
調
で
歌
わ
れ
る

、
ヨ
ミ
ウ
タ
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
」
と

真
杙
に
は

真
玉
を
懸
け

真
玉
な
す

吾
が
思
ふ
妹

鏡
な
す

吾
が
思
ふ
妻

言
は
ば
こ
そ
よ

に
も
行
か
め

を
も
偲
は
め
（
記
九
〇
）

、
木
梨
の
軽
太
子
と
そ
の
同
母
妹
軽
の

、
景
物
に
託
し
た
心
情
の
強
調
表
現
と

と
思
う
。

も
り
く
の

泊
瀬
の
川
の

つ
瀬
に

斎
杙
を
打
ち

つ
瀬
に

真
杙
を
打
ち

斎
杙
に
は

鏡
を
懸
け

さ
れ
て
お
り
、（
２
）
は

歌
と
併
せ
て
、「
此
二
歌

味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し

る
が
、
祝
歌
は
呪
物
や
呪

歌
の
調
子
も
朗
読
に
近
い

歌
は
、
内
容
的
に
は
祝
歌

理
解
さ
れ
る
。

大
郎
女
の
、
密
通
事
件
に

四
し
て
の
連
対
の
あ
り
方
が



古
代
歌
謡

て
い
る
と
い
う
こ
と

「
斎
杙
・
真
杙
」
が
、

第
二
対
句
（

）
の

り
返
さ
れ
る
と
い
う

さ
ら
に
、
連
対
に
お

さ
て
、
こ
の
歌
の

上
つ
瀬
｜
斎
杙

下
つ
瀬
｜
真
杙

と
な
っ
て
い
る
。
第

そ
れ
ま
で
の
対
応
の

（
１
）
に
比
べ
て
単
純

や
す
さ
の
背
後
に
は

杙
を
打
ち
」
か
ら
「

が
叙
述
さ
れ
る
。
こ

で
は
な
く
、
祭
祀
に

な
道
具
を
並
べ
立
て

を
見
な
い
対
句
を
作

思
ふ
妹
」
か
ら
妹
（

る
。 冒

頭
の
「
こ
も
り

に
お
け
る
連
対
の
用
法

が
あ
ろ
う
。
第
一
対
句
（

）
の
後

続
く
第
二
対
句
（

）
の
前
句
で
反

後
句
「
鏡
・
真
玉
」
が
、
第
三
対
句

、
い
わ
ゆ
る
尻
取
り
式
繰
返
し
に
よ
っ

い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
に
目
を
向

連
対
の
構
成
を
見
る
と
、

｜
鏡

妻
（
前
連
｜
前
連
｜
後
連
）

｜
真
玉

妹
（
後
連
｜
後
連
｜
前
連
）

三
対
句
の
後
連
（
鏡
）｜
前
連
（
真
玉

順
序
か
ら
い
け
ば
逆
に
な
っ
て
い
る
こ

な
展
開
を
も
つ
連
対
で
あ
る
と
い
え

、
第
一
に
、
対
句
ど
う
し
が
同
語
反
復

真
杙
に
は
真
玉
を
懸
け
」
ま
で
で
、
そ

の
、「
斎
杙
」「
真
杙
」「
鏡
」「
真
玉
」

用
い
ら
れ
た
呪
的
な
道
具
で
あ
る
が
、

る
「
読
歌
」
の
方
法
が
、
三
連
対
と
い

り
出
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
続
く

妻
）
を
恋
し
く
思
う
心
情
表
現
へ
と
転

く
の
泊
瀬
の
川
」
で
場
所
が
提
示
さ

句
で
提
示
さ
れ
た

復
さ
れ
、
同
様
に

（

）
の
前
句
で
繰

て
い
る
の
で
あ
る
。

け
る
と
、

・

末

後
も
隠

雄
略
記
に
載

）
と
い
う
流
れ
が
、

と
を
考
慮
し
て
も
、

る
。
こ
の
分
か
り

に
よ
っ
て

が
れ

こ
こ
で
、

換
が
見
ら
れ

（
３
）
に
も
見

（
３
）
日彼本

の
泊
瀬
川
の
景
物

は
、
単
な
る
景
物

こ
う
い
っ
た
呪
的

う
歌
謡
中
他
に
例

「
真
玉
な
す
吾
が

換
し
、
本
旨
と
な

同
様
に
図
示地

れ
、「
上
つ
瀬
に
斎

は
泊
瀬
川
の

へ
に
は

た
繁
み
竹
生
ひ

い
組
み
竹

い
隠
み
は
寝
ず

た
繁
み
竹

確
に
は
率
寝
ず

み
寝
む

そ
の
思
ひ
妻
あ
は
れ
（
記
九

る
右
の
歌
謡
は
、
天
皇
に
よ
る
若
日
下

連
対
の
内
部
で
景
物
の
叙
述
か
ら
心
情

る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ

ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

下
部
の

此
方
の
山
と

畳
薦

平

方
此
方
の

山
の
峡
に

立
ち
栄
ゆ
る

に
は

い
組
み
竹
生
ひ

し
て
お
こ
う
。

名
の
提
示
（
泊
瀬
の
川
）

景
物
１
の
提
示
（
斎
杙
・
真
杙
）

景
物
２
の
提
示
（
鏡
・
玉
）

景
物
に
託
し
た
人
事
・
心
情
の
叙
述

祭
祀
の
道
具
、
そ
し
て

は
妹
に
対
す

五
一
）

部
王
へ
の
妻
問
い
の
歌
で

の
叙
述
へ
と
、
叙
述
の
転

と
同
じ
方
法
が
、
次
の

群
の
山
の

葉
広
熊
白
梼

連対部

る
相
聞
的
心
情
で
あ
る
。



景
物
の

景
物
に

見
て
き
た
よ
う
に

ら
れ
て
い
た
。
こ
の

の
中
で
、
そ
の
場
所

情
表
現
を
担
う
方
法

が
、
そ
こ
か
ら
同
音

に
は
率
寝
ず
」
を
導

よ
び
相
聞
的
情
意
へ

が
、
景
物
と
情
意
と

摘
で
き
る
。地

名
の
提

古
代
歌
謡

あ
る
。

冒
頭
、「
日
下
部
の

生
ひ
」
ま
で
十
二
句

る
。
連
対
の
第
一
対

竹
」
は
、「
熊
白
梼
の

に
な
っ
て
い
る
と
上

叙
述

託
し
た
人
事
・
心
情
の
叙
述

、
三
例
は
い
ず
れ
も
、
心
情
表
現
に
関

こ
と
か
ら
、
連
対
と
は
、
場
所
の
提
示

に
関
わ
る
呪
的
景
物
の
説
明
、
お
よ
び

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
語
の
反
復
に
よ
っ
て
「
い
組
み
は
寝

き
出
す
こ
と
で
、
第
二
対
句
（

）
で

と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

い
う
二
つ
の
叙
述
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

示
（
平
群
の
山
）＋
景
物
の
提
示
（
熊

に
お
け
る
連
対
の
用
法

此
方
の
山
と
」
と
詠
い
出
さ
れ
、「
末

に
わ
た
っ
て
、
平
群
の
山
の
熊
白
梼
の

句
（

）
で
提
示
さ
れ
た
「
い
組
み

下
で
、
そ
の
呪
力
に
感
染
し
て
、
一

代
人
が
観
念
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
呪

連対部
し
て
連
対
が
用
い

か
ら
始
ま
る
歌
謡

そ
れ
に
託
し
た
心

と
い
う
機
能

っ
た
。
氏
は

選
び
と
ら
れ

れ
る
形
式
な

し
て
抱
く
心

り
対
句
と
は

神
野
氏
の

ず
」「
た
し
（
確
）

は
人
事
の
叙
述
お

こ
こ
で
も
、
連
対

て
い
る
こ
と
が
指

白
梼
）

〈
対
句

基
本
型

わ
れ
る

全
体
を

こ
こ
に
指
摘

歌
の
持
つ
口

調
す
る
機
能

へ
に
は
た
繁
み
竹

様
子
が
叙
述
さ
れ

竹
」
と
「
た
繁
み

層
生
命
力
が
旺
盛

的
な
景
物
で
あ
る

古
代
歌
謡

が
あ
る
。

記
紀
歌

る
〈
対

の
内
実
に
、
よ
り
具
体
性
を
与
え
ら
れ

、
古
代
歌
謡
の
対
句
は
「
歌
い
手
の
強

た
」
形
式
で
あ
り
、「
歌
い
手
の
心
情

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
歌
い
手
の
、

情
を
強
調
す
る
形
式
と
い
っ
て
も
よ
い

歌
い
手
の
心
情
を
表
現
す
る
方
法
で
あ

指
摘
が
古
代
歌
謡
の
対
句
全
般
に
当
て

と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り

式
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
、
そ

即
ち
口
誦
の
レ
ベ
ル
で
、
大
事
な
部
分

表
現
す
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
歌
謡
や
初
期
万

誦
性
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
繰
り
返
す

を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

三
お
よ
び
初
期
万
葉
の
対
句
に
つ
い
て
、

謡
・
初
期
万
葉
長
歌
の
繰
り
返
し
、
言

句

は
、
漢
詩
文
の
影
響
後
の
整
斉

た
の
が
神
野
富
一
氏
で
あ

い
感
情
を
表
わ
す
た
め
に

が

揚
し
た
と
き
に
現
わ

何
か
の
事
物
や
誰
か
に
対

」
と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

は
ま
る
か
ど
う
か
は
、
な

、
非
日
常
言
語
の
表
現
の

の
本
来
的
機
能
は
、
う
た

を
強
調
す
る
点
あ
る
い
は

葉
の
対
句
は
、
歌
謡
や
長

こ
と
で
大
事
な
部
分
を
強

「
大
事
な
部
分
の
強
調
」

六
大
畑
幸
恵
氏
に
次
の
指
摘

い
か
え
を
そ
の
特
徴
と
す

の
美
を
生
命
と
す
る
様
な



古
代
歌
謡

認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
既
に
述
べ

託
す
形
で
心
情
表
現

で
は
何
故
、
多
様
性

と
な
り
得
た
の
か
。

ら
し
な
（
記
四

右
の
歌
謡
で
は
、
対

枝
」
を
導
き
出
す
序

ま
で
「
中
つ
枝
」
で

欠
点
を
述
べ
る
こ
と

を
持
た
せ
る
意
図
が

な
対
句
を
感
情
の

さ
れ
る
内
容
も
多
様

点
に
特
徴
が
あ
る
と

い
ざ
子
ど
も

花
橘
は

上
つ
枝
は

下
づ
枝
は

三
つ
栗
の

中

お
問
題
な
し
と
は
し

に
お
け
る
連
対
の
用
法

た
と
お
り
、
古
代
歌
謡
の
対
句
に
は
、

を
特
化
し
た
形
式
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

に
富
ん
だ
対
句
表
現
の
中
で
、
連
対
が

そ
の
手
が
か
り
は
、
連
対
に
お
け
る
対

三
）

句
部
分
は
「
花
橘
」
の
叙
述
で
あ
る

の
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

あ
り
、
対
句
部
分
で
は
な
い
。「
上
つ

で
、「
中
つ
枝
」
が
選
択
さ
れ
た
こ
と

あ
る
。
あ
る
意
味
で
論
理
的
な
表
現
で

揚
や
心
情
表
現
と
結
び
つ
け
て
理
解
す

で
、
そ
の
表
現
対
象
や
機
能
を
一
概
に

考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば

野
蒜
摘
み
に

蒜
摘
み
に

我
が
行

鳥
居
枯
ら
し

人
取
り
枯
ら
し

つ
枝
の

ほ
つ
も
り

明
ら
嬢
子
を

な
い
。
古
代
歌
謡
の
対
句
は
、
形
式
だ

確
か
に
、
景
物
に

れ
が
連
対
で
あ
る
。

心
情
表
現
の
形
式

句
ど
う
し
の
連
結

く
用
い
ら
れ

な
様
式
の
ひ

る
。
こ
の
こ

様
式
が
あ
り

っ
て
い
る
の

と
同
時
に
、「
中
つ

重
要
な
の
は
あ
く

枝
」「
下
づ
枝
」
の

に
対
す
る
必
然
性

あ
り
、
こ
の
よ
う

る
必
要
性
は
特
に

動
的
、

し
た
が

し
つ
つ

尻
取
り
式
繰

と
考
え
ら
れ

の
転
換
を
果

土
橋
氏
に

は
定
め
ら
れ
な
い

、く
道
の

香
妙
し

い
ざ
さ
さ
ば

良

尻
取
り
式

す
方
法
で
あ

（
尻
取
り

「
主
題
｜

後
句
に

係
は
「

歌
に
静

け
で
な
く
、
表
現

の
方
法
｜
｜

た
方
法
で
あ
っ
た
。
尻
取
り
式
繰
返
し

と
つ
と
し
て
、
対
句
と
は
関
わ
り
な
く

と
か
ら
、
連
対
と
は
、
尻
取
り
形
式
の

、
そ
れ
と
対
句
と
い
う
修
辞
法
が
結
び

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
冒
頭
で

展
開
的
な
性
格
を
与
え
る
の
は
、
民
謡

っ
て
尻
取
式
の
形
を
取
る
も
の
は
、
後

、
他
の
方
向
へ
転
換
し
て
ゆ
く
も
の
が

返
し
は
、
元
来
、
転
換
的
機
能
を
そ
の

る
。
こ
の
こ
と
は
、（
２
）（
３
）
の
連

た
す
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
と
、
無
関

よ
れ
ば
、
尻
取
り
式
繰
返
し
は
、
長
短

繰
返
し
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
言
葉

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
土
橋
寛
氏
は

式
繰
返
し
は
｜
引
用
者
注
）
脚
韻
式

説
明
」
の
関
係
が
認
め
ら
れ
、
前
句

お
い
て
そ
の
性
格
が
説
明
さ
れ
て
い
る

主
題
｜
説
明
」
を
基
本
に
し
な
が
ら
、

的
調
和
的
な
構
造
を
与
え
る
の
に
対
し

尻
取
り
式
繰
返
し
に
あ
る
と
考
え
る
。

七
は
、
古
代
歌
謡
の
典
型
的

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

転
換
と
い
う
古
代
歌
謡
の

つ
い
た
と
こ
ろ
に
成
り
立

定
義
し
た
よ
う
に
、
連
対

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

句
で
景
物
の
状
態
を
叙
述

多
い
。

特
質
と
し
て
有
し
て
い
た

対
が
、
景
物
か
ら
人
事
へ

係
で
は
あ
る
ま
い
。

歌
含
め
た
歌
謡
全
般
に
広

を
尻
取
り
方
式
で
繰
り
返

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

繰
返
し
の
場
合
と
同
様
で
、

は
単
な
る
景
物
の
提
示
、

。（
中
略
）
前
後
句
の
関

脚
韻
式
繰
返
し
の
場
合
は
、

て
、
尻
取
式
の
場
合
は
流



時
な
く
そ

間
な
く
そ

そ
の
雪
の

そ
の
雨
の

隈
も
お
ち
ず

「
み
吉
野
の
耳
我
の
嶺

「
雨
」
と
い
う
そ
の
土

っ
た
。
つ
ま
り
、
景

で
受
け
る
こ
と
で
人

関
連
す
る
方
法
で
あ

こ
れ
こ
そ
が
連
対
の

万
葉
長
歌
に
見
ら
れ

と
え
ば
、
万
葉
集
巻

み
吉
野
の

耳

古
代
歌
謡

は
前
の
対
句
の
語
や

い
く
対
句
で
あ
る
。

が
、
元
来
、
連
対
に

四

古
代
歌
謡
に
お
い

雪
は
降
り
け
る

雨
は
降
り
け
る

時
な
き
が
ご
と

間
な
き
が
ご
と
く

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を
（
巻

に
」
と
い
う
地
名
で
歌
い
出
さ
れ
、

地
の
景
物
が
対
句
で
示
さ
れ
る
。
更

物
を
提
示
し
、
そ
れ
を
尻
取
り
式
、
あ

事
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
、
歌
謡
の
叙

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
景
物
か
ら
人
事

持
つ
最
も
基
本
的
な
機
能
で
あ
る
。
こ

る
連
対
の
あ
り
方
か
ら
も
確
認
す
る
こ

一
の
天
武
天
皇
御
製
と
さ
れ
る
次
の
長

我
の
嶺
に

に
お
け
る
連
対
の
用
法

内
容
を
継
承
す
る
、
つ
ま
り
繰
り
返
す

語
を
尻
取
り
式
に
繰
り
返
す
古
代
歌
謡

発
展
し
や
す
い
要
素
を
含
ん
で
い
た
の

て
、
連
対
の
使
用
は
歌
の
様
式
と
深
く

一
・
二
五
）

次
い
で
「
雪
」
と

に
そ
の
景
物
を
尻

構
成
し
た
独

え
る
こ
と
な

注

小
国
重

間
書
房
、

対
句
の

橘
守
部

る
い
は
同
語
反
復

事
法
と
不
可
分
に

・
心
情
へ
の
転
換
、

の
こ
と
は
、
初
期

と
が
で
き
る
。
た

歌
で
あ
る
。

が
れ
た
連

九
）
の
よ
う

形
を
取
ら
な

お
け
る
連
対

と
言
っ
て
よ

三
に
お
い
て

す
表
現
で
あ

こ
と
で
展
開
し
て

の
様
式
そ
れ
自
体

で
あ
ろ
う
。

関
わ
る
も
の
で
あ

取
り
式
に
受

落
ち
ず
」
以

な
っ
て
い
る

に
よ
っ
て
構

へ
の
叙
述
の

万
葉
集
に

自
の
連
対
を
獲
得
す
る
ま
で
、
連
対
は

く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

年
『
長
歌
詞
の
珠
衣
』（
久
曾
神
昇
編
『
日

一
九
九
二
年
七
月
）

分
類
を
示
し
た
主
な
論
を
挙
げ
る
。

『
長
歌
撰
格
』（
橘
純
一
編
『
橘
守
部
全
集

対
は
少
な
く
な
る
。
冒
頭
に
挙
げ
た
人

に
、
二
句
対
ど
う
し
に
同
語
の
反
復
は

い
も
の
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る

の
機
能
そ
の
も
の
は
、
古
代
歌
謡
か
ら

い
だ
ろ
う
。
初
期
万
葉
、
第
二
期
の
柿

も
、
連
対
は
景
物
と
、
そ
れ
に
託
し
た

っ
た
。
万
葉
集
の
第
三
期
に
山
部
赤
人

け
た
対
句
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
い
様
子

下
結
句
に
至
る
「
思
ひ
」
の
表
現
（
本

。
連
対
は
、
や
は
り
景
物
の
叙
述
と
、

成
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
歌
謡
の
そ
れ
と

転
換
を
担
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
だ

至
る
と
、
古
代
歌
謡
に
比
べ
て
、
明
ら

そ
の
基
本
的
な
機
能
を
変

本
歌
学
大
系
』
別
巻
九
、
風

』
第
十
一
、
国
書
刊
行
会
、

麻
呂
の
例
（
巻
三
・
二
三

あ
っ
て
も
、
尻
取
り
式
の

の
で
あ
る
。
し
か
し
歌
に

万
葉
集
へ
受
け
継
が
れ
た

本
人
麻
呂
、
そ
し
て
巻
十

人
事
・
心
情
を
二
重
に
映

が
登
場
し
、
叙
景
の
み
で

八を
直
喩
で
述
べ
、「
隈
も

旨
）
を
強
調
す
る
構
成
と

そ
れ
に
託
し
た
心
情
表
現

同
様
に
、
景
物
か
ら
心
情

ろ
う
。

か
な
尻
取
り
式
繰
返
し
で



古
代
歌
謡

こ
の
場
合

｜

に
対
し
て
、

め
、
連
対
で
は
な

倉
野
憲
司
・
武

店
、
一
九
五
八
年

荻
原
浅
男
・
鴻

九
九
〇
年
四
月
）

阿
蘇
瑞
枝
「
記

院
、
一
九
八
九
年

同
様
の
例
は
万

る
次
の
対
句
で
あ

舟
並
め
て

舟
競
ひ

こ
の
川
の

こ
の
山
の

澤
瀉
久
孝
『
万

岡
部
政
裕
「
万

考
説
』、
風
間
書

阿
蘇
瑞
枝
「
万

上
代
文
学
』
第

岡
部
政
裕
「
万

阿
蘇
瑞
枝
「
後

（『
国
語
と
国
文
学

大
畑
幸
恵
「
赤

学
研
究
会
編
『
稲

一
九
二
二
年
六

に
お
け
る
連
対
の
用
法

が
川
の
描
写
で
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、

は
山
の
描
写
と
な
っ
て
お
り
、

｜

の
関

く
、
二
句
対
が
二
つ
の
形
と
判
断
さ
れ
る
。

田
祐
吉
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
古

六
月

巣
隼
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
古

紀
歌
謡
の
対
句
表
現
」（『
論
集
上
代
文
学
』

八
月
）

葉
集
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
麻
呂

る
。朝

川
渡
り
｜
｜
｜
｜

夕
川
渡
る
｜
｜
｜
｜
｜

絶
ゆ
る
事
な
く
｜
｜

い
や
高
知
ら
す
｜
｜

（
巻
一
・
三
六
、

葉
集
序
説
』、
楽
浪
書
院
、
一
九
四
一
年
十

葉
長
歌
の
対
句
｜
数
量
的
考
察
を
中
心
に
し

房
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
）

葉
長
歌
対
句
表
現
論
｜
初
期
万
葉
か
ら
人
麻

十
三
冊
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
三
月
）

葉
長
歌
の
対
句
｜
数
量
的
考
察
を
中
心
に
し

期
万
葉
長
歌
に
お
け
る
対
句
表
現
｜
赤
人
・

』
六
一
｜
四
号
、
一
九
八
四
年
四
月
）

人
の
対
句
｜
行
幸
従
駕
の
歌
に
お
け
る
表

岡
耕
二
先
生
還
暦
記
念
・
日
本
上
代
文
学

月
）

同
じ
く
川
の
描
写
の

係
が
成
立
し
な
い
た

事
記
祝
詞
』、
岩
波
書

事
記
上
代
歌
謡
』、
小

橋
寛
『
古

道
具
と
し

五
百
津
之

丹
寸
手
、

「

以
上

年
九
月
）

第
十
七
冊
、
笠
間
書

の
吉
野
讃
歌
に
お
け

人
麻
呂
）

吹
き

こ
こ
で
も

た
の
で
は

味
と
考
え

注

に

「
斎
杙

に
邪
霊
を

斎
杙
や
鏡

呪
力
が
蓄

二
月て

｜
」（『
万
葉
長
歌

呂
ま
で
｜
」（『
論
集

て
｜
」（

参
照
）

金
村
を
中
心
に
｜
」

現
方
法
｜
」（
上
代
文

論
集
』、
塙
書
房
、
一

山
路
平

土
橋
寛

こ
の
よ

朝
間

朝
狩

な
ど
が
あ

次
の
日

隠
国本末

学
館
、
一

代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
注

に
同
じ

て
用
い
た
例
と
し
て
、『
古
事
記
』
に
「
於

御
須
麻
流
之
玉
、
於
中
枝
、
取
繁
八
尺

青
丹
寸
手
而

」（
上
巻
・
天
の
岩
戸
）

枝
挂
八
握
剣
、
中
枝
挂
八
咫
鏡
、
下
枝

と
あ
る
。

鳴
す

御
諸
が
上
に

登
り
立
ち

我
が
見

、「
本
へ
」「
末
へ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
琴
・
笛
に

な
く
、
竹
全
体
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
用
い
て

ら
れ
る
。

同
じ

と
同
様
に
、
鏡
も
呪
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る

祓
い
や
る
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
に
生
命

の
呪
物
は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
呪
物
は
幾

積
さ
れ
て
タ
マ
フ
リ
の
効
果
が
大
き
い
と

四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』、
東
京
堂
出
版
、

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』、
角
川

う
な
対
句
の
例
と
し
て
、

に
は
い
倚
り
立
た
し
／
夕
間
に
は
い
倚
り
立

に
今
立
た
す
ら
し
／
夕
狩
に
今
立
た
す
ら
し

る
。

本
書
紀
歌
謡
の
対
句
に
つ
い
て
も
、
同
様
の

の

泊
瀬
の
川
ゆ

流
れ
来
る

竹
の

い

へ
を
ば

琴
に
作
り

へ
を
ば

笛
に
作
り

九
七
三
年
十
一
月

九 ）
ま
た
、
鏡
や
玉
を
祭
祀
の

上
枝
、
取
著
八
尺
勾

之

鏡
、
於
下
枝
、
取
垂
白

と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
も

挂
八
尺
瓊

」（
景
行
十
二

せ
ば

（
紀
九
七
）

限
定
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ

楽
器
を
作
っ
た
、
と
い
う
意

。
玉
も
同
じ
。
祓
は
消
極
的

力
を
つ
け
る
の
が
目
的
で
、

種
類
も
重
複
さ
せ
る
ほ
ど
、

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
土

一
九
七
三
年
九
月

書
店
、
一
九
七
二
年
一
月

た
す
（
記
一
〇
四
）

（
巻
一
・
三
）

解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

組
竹
世
竹



学
全
集
・
万
葉
集
』

め
た
。

底
土
は

三
つ
栗
の

土
橋
寛
「
古
代

三
一
書
房
、
一
九

拙
稿
「
山
部
赤

表
現
を
中
心
に
」

本
文
中
の
古
代
歌

記
編
』『
古
代
歌
謡
全

古
代
歌
謡

注

に
同
じ

大
畑
幸
恵
「〈
対

（『
国
語
と
国
文
学

神
野
富
一
「
古

十
周
年
記
念
』、
一

次
の
例
も
同
様

櫟
井
の

端
つ
土

に
よ
っ
た
。
な
お
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
現

に
黒
き
ゆ
ゑ

そ
の
中
つ
土
を

（
記
四
二
）

歌
謡
の
様
式
｜
詩
歌
起
源
論
の
た
め
に
｜

六
〇
年
十
一
月
）

人
の
作
歌
活
動
に
お
け
る
『
登
神
岳
作
歌
』

（『
上
代
文
学
』
第
九
四
号
、
二
〇
〇
五
年
四

謡
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は
土
橋
寛
『
古
代

注
釈
・
日
本
書
紀
編
』
に
、
万
葉
集
の
引

に
お
け
る
連
対
の
用
法

句

論
序
説
｜
記
紀
歌
謡
及
び
初
期
万
葉

』
五
五
｜
四
号
、
一
九
七
八
年
四
月
）

代
歌
謡
の
対
句
｜
そ
の
本
質
｜
」（『
甲
南
女

九
八
五
年
三
月
）

の
表
現
で
あ
る
。

丸
邇
坂
の
土
を

は

膚
赤
ら
け
み

在
通
行
の
字
体
に
改

」（『
古
代
歌
謡
論
』、

の
位
置
付
け
｜
対
句

月
）

歌
謡
全
注
釈
・
古
事

用
は
『
日
本
古
典
文

長
歌
の
〈
対
句
｜
」

子
大
学
紀
要
創
立
二

一
〇


