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「
詞
書
」
か
ら
わ
か
る
こ
と

若
林
俊
英

一-

一　

詞
書
と
は

古
典
文
学
、
特
に
和
歌
文
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
を
除
き
、「
詞
書
」

や
「
左
注
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
正
確
に
わ
か
る
人
は
あ
ま
り
多
く
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上
に
有
名
な
在
原
元
方
の

ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る
…
…
①　
　

在
原
元
方
…
…
②

年
の
内
に
春
は
き
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
こ
ぞ
と
や
い
は
ん
こ
と
し
と
や
い

は
ん
（
一
）
…
…
③

と
い
う
和
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
①
の
部
分
を
詞
書
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
同

じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上
七
番
歌
の

題
し
ら
ず
…
…
①　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人
し
ら
ず
…
…
②

 

心
ざ
し
ふ
か
く
そ
め
て
し
お
り
け
れ
ば
き
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
み
ゆ
ら
む

（
七
）
…
…
③

　
　
　

 

あ
る
人
の
い
は
く
、
さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
歌
也

…
…
④

の
よ
う
な
場
合
の
④
は
左
注
と
呼
ぶ
。

和
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
③

は
必
須
で
、
①
・
②
・
④
に
関
し
て
は
、
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
。

こ
こ
で
、「
詞
書
」「
左
注
」
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み

た
い
。『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）
で
は
、

「
詞
書
」 　

題
詞
と
も
。
和
歌
の
前
に
あ
っ
て
、
そ
の
歌
の
作
歌
事
情
・
季

節
・
詠
ん
だ
場
所
な
ど
を
散
文
で
説
明
し
た
も
の
。
…

「
左
注
」 　

和
歌
の
後
に
あ
っ
て
、
散
文
で
そ
の
歌
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
を

し
た
も
の
。
和
歌
の
歌
詞
に
つ
い
て
の
異
伝
、
詠
歌
事
情
に
関
す
る

異
聞
、
作
者
に
つ
い
て
の
一
説
な
ど
を
説
明
し
た
も
の
が
、
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
…

の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、「
詞
書
」
と
「
左
注
」
を

一
括
し
て
「
詞
書
」（「
」
で
括
る
）
と
し
て
数
値
等
を
利
用
す
る
。

で
は
、「
詞
書
」
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
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ば
、『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
一
八
三
番
歌
に

　
 

今
日
よ
り
は
い
ま
来
む
年
の
昨
日
を
ぞ
い
つ
し
か
と
の
み
待
ち
わ
た
る
べ

き
（
一
八
三
）

と
あ
る
が
、「
詞
書
」
が
な
い
と
、
こ
の
「
昨
日
」
と
い
う
の
が
い
つ
の
こ
と

か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
和
歌
に
付
さ
れ
た
「
八
日
の

日
よ
め
る
」
と
あ
る
「
詞
書
」、
お
よ
び
こ
の
歌
の
部
立
て
が
「
秋
歌
上
」
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
昨
日
」
が
七
月
七
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

に
よ
り
受
け
手
が
明
確
に
意
味
を
捉
え
、
詩
的
世
界
に
ひ
た
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
確
に
規
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
詩

的
世
界
が
広
が
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
な
い
。
た
だ
、
現
代
と
同
じ
よ

う
に
、
明
確
で
な
い
も
の
、
曖
昧
な
も
の
の
魅
力
は
、
勅
撰
集
が
で
き
た
当
時

の
人
々
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一-

二　

詞
書
の
改
変

次
に
、
あ
る
和
歌
に
つ
い
て
、
勅
撰
集
に
載
せ
ら
れ
る
前
と
載
せ
ら
れ
た
形

に
つ
い
て
、
一
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
一
〇
一
に
は
、

右　
　
　
　
　
　
　

大
江
千
里

う
ゑ
し
と
き
花
ま
ち
ど
ほ
に
あ
り
し
菊
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
は
ん
と
や
み
し

と
あ
り
、『
寛
平
御
時
菊
合
』
八
に
は
、

き
の
く
に
の
ふ
き
あ
げ
の
は
い
く
は
ま
の
き
く　
　
　
　
　

菅
丞
相

あ
き
か
ぜ
の
ふ
き
あ
げ
に
た
て
る
し
ら
ぎ
く
は
は
な
か
あ
ら
ぬ
か
な
み
の

よ
す
る
か

と
あ
る
の
が
、『
古
今
和
歌
集
』
秋
下
二
七
一
に
、

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た　
　
　

大
江
千
里

う
へ
し
時
花
ま
ち
ど
を
に
あ
り
し
き
く
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
は
む
と
や
み
し

と
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
秋
下
二
七
二

お
な
じ
御
時
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
、
す
は
ま
を
つ
く
り
て
き
く
の
花
う

へ
た
り
け
る
に
く
は
へ
た
り
け
る
歌
、
ふ
き
あ
げ
の
は
ま
の
か
た
に
き

く
う
へ
た
り
け
る
を
よ
め
る

 

す
が
は
ら
の
朝
臣　

秋
風
の
ふ
き
あ
げ
に
た
て
る
し
ら
ぎ
く
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る
か

の
よ
う
に
連
続
し
て
撰
歌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
歌
を
連
続
さ
せ
る
に
当
た
り
、

「
お
な
じ
御
時
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
」
の
よ
う
な
文
言
を
入
れ
る
と
同
時
に
、

「
詞
書
」
を
大
幅
に
増
補
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一-

三　
﹃
後
撰
和
歌
集
﹄の﹁
詞
書
﹂と﹃
兼
輔
集
﹄の﹁
詞
書
﹂

次
に
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
「
詞
書
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
う
。
な
お
、

こ
こ
で
比
較
す
る
歌
集
を
『
兼
輔
集
』
に
限
っ
た
点
に
つ
い
て
、
一
言
ふ
れ
て

お
く
。

勅
撰
集
を
撰
歌
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
然
、
撰
歌
資
料
が
必
要
で
あ
る
。

後
の
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、
応
制
百
首（

１
）と

呼
ば
れ
る
、
勅
撰
集
の
撰
歌
を
目
的

に
し
た
百
首
歌
も
作
ら
れ
て
い
る
が
、
早
い
時
代
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
私

家
集
や
歌
合
が
撰
歌
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
現
存
す
る
私
家
集
は
、
勅
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撰
集
を
も
と
に
し
て
編
ん
だ
他
撰
の
も
の
も
多
く
、
確
実
に
自
撰
と
思
わ
れ
る

も
の
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
こ
こ
で
挙
げ
た
『
兼
輔
集（

２
）』
は
自
撰
で
あ
る

可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
他
撰
で
あ
る
場
合
も
、
そ
の
成
立
が
比
較
す
る
『
後

撰
和
歌
集
』
の
成
立
以
前
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
使
用
し
た
。
な
お
、

和
歌
部
分
は
省
略
し
た
。

『
兼
輔
集
』
四
に
は
、

兵
衛
の
つ
か
さ
は
な
れ
て
の
ち
に
ま
へ
に
こ
う
ば
い
を
う
ゑ
て
、
花
の

お
そ
く
さ
き
け
れ
ば

と
あ
る
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
春
上
一
七
で
は
、

前
栽
に
紅
梅
を
う
へ
て
、
又
の
春
遅
く
咲
き
け
れ
ば

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『
兼
輔
集
』
一
九
に
は
、

庭
に
た
た
ず
み
て
八
重
や
ま
ぶ
き
の
も
と
に
て

と
あ
る
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
春
下
一
〇
八
で
は
、

前
栽
に
山
吹
あ
る
所
に
て

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『
兼
輔
集
』
七
九
に
は
、

女
の
も
と
よ
り
い
で
て
ほ
ど
も
な
く
ゆ
き
の
い
た
う
ふ
り
け
れ
ば

と
あ
る
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
一
〇
七
〇
で
は
、

女
の
、
怨
む
る
こ
と
あ
り
て
親
の
も
と
に
ま
か
り
渡
て
侍
け
る
に
、
雪

の
深
く
降
り
て
侍
け
れ
ば
、
朝
に
女
の
迎
へ
に
車
つ
か
は
し
け
る
消
息

に
加
へ
て
つ
か
は
し
け
る

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

『
兼
輔
集
』
一
二
七
に
は
、

こ
の
か
な
し
き
な
ど
人
の
い
ふ
と
こ
ろ
に
て

と
あ
る
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
一
一
〇
二
で
は
、

太
政
大
臣
の
、
左
大
将
に
て
、
相
撲
の
還
饗
し
侍
け
る
日
、
中
将
に
て

ま
か
り
て
、
事
終
り
て
、
こ
れ
か
れ
ま
か
り
あ
か
れ
け
る
に
、
や
む
ご

と
な
き
人
二
三
人
許
と
ゞ
め
て
、
客
人
、
主
、
酒
あ
ま
た
ゝ
び
の
後
、

酔
に
の
り
て
、
子
ど
も
の
上
な
ど
申
け
る
つ
い
で
に

の
よ
う
に
な
っ
て
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
一
〇
七
〇
番
歌
や
一
一
〇
二
番
歌
で
は
詠
歌
の
事
情
が

非
常
に
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
詞
書
」
は
、
勅
撰
集
に
採
歌
さ
れ
、
編
纂
さ
れ
る
段
階
で
簡
略
に
、
ま
た
、

よ
り
具
体
的
に
改
変
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
編
者

が
行
っ
て
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、「
詞
書
」
は
対
象
と
な
っ
た
和
歌
に
対

す
る
編
者
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
各
勅

撰
集
の
「
詞
書
」
の
語
彙
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
勅
撰
集
の
編
者
の

意
識
の
差
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
の
も
と

に
、
筆
者
は
勅
撰
集
の
「
詞
書
」
の
語
彙
を
み
て
き
た
。

一-
四　
﹁
詞
書
﹂
の
語
彙
の
一
般
的
傾
向

そ
も
そ
も
筆
者
が
「
詞
書
」
に
目
を
つ
け
た
の
は
、
和
歌
な
ど
の
韻
文
、
日

記
・
物
語
な
ど
の
散
文
と
は
違
っ
た
性
格
の
文
・
文
章
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
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と
い
う
、
素
朴
な
疑
問
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
建
礼
門
院
右

京
大
夫
集
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
私
家
集
な
の
か
日
記
な
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、『
篁
物
語
』『
小
野
篁
集
』『
篁
日
記
』
と
言
わ
れ

る
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
は
歌
物
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
語
彙
方
面
か
ら
み
る
と

ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
点
を
国
語
学
（
語
彙
史
）
の
面
か
ら
解
明
す
る

た
め
の
指
標
と
な
る
も
の
を
「
詞
書
」
の
語
彙
を
利
用
し
て
考
え
よ
う
と
い
う

の
が
、
出
発
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
「
詞
書
」
の
語
彙
か
ら
抜
け
出
す

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、「
詞
書
」
の
語
彙
は
散
文

の
語
彙
と
比
較
し
た
場
合
、

（
１
）
名
詞
の
品
詞
別
構
成
比
率
は
散
文
と
比
較
す
る
と
高
い
。

（
２
）
動
詞
の
品
詞
別
構
成
比
率
は
散
文
と
比
較
す
る
と
低
い
。

（
３ 

）
形
容
語
（
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
・
連
体
詞
）
の
品
詞
別
構
成
比

率
は
散
文
と
比
較
す
る
と
低
い
。

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、「
詞
書
」
の
一
般
的
傾

向
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
各
勅
撰
集
の
「
詞
書
」
に
は
そ
の
「
詞
書
」
特

有
の
性
格
も
み
て
と
れ
る
。
以
下
、
三
代
集
と
二
条
家
三
代
集
に
つ
い
て
、
各

歌
集
の
「
詞
書
」
の
語
彙
の
特
色
の
一
端
、
お
よ
び
三
代
集
と
一
括
し
た
場
合

の
「
詞
書
」
の
語
彙
と
、
二
条
家
三
代
集
と
一
括
し
た
場
合
の
「
詞
書
」
の
語

彙
と
の
比
較
等
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
ふ
れ
る
。

一-

五　

三
代
集
と
二
条
家
三
代
集

三
代
集
と
は
、
藤
原
俊
成
の
『
古
来
風
体
抄
（
初
撰
本
）』
佐
佐
木
（
一
九

七
二
）
に
あ
る

た
ゞ
か
み
萬
葉
し
ふ
よ
り
は
じ
め
て
、
中
古
々
今
、
後
撰
、
拾
遺
、
し

も
後
拾
遺
よ
り
こ
な
た
ざ
ま
の
う
た
の
と
き
よ
り
う
つ
り
ゆ
く
に
し
た

が
ひ
て
、
す
が
た
も
こ
と
ば
も
あ
ら
た
ま
り
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
、
…
こ

の
ゝ
ち
華
山
の
法
皇
拾
遺
集
を
え
ら
ば
せ
た
ま
ひ
て
、
古
今
、
後
撰
ふ

た
つ
の
し
ふ
に
の
こ
れ
る
歌
を
ひ
ろ
へ
る
よ
し
に
て
、
拾
遺
集
と
名
づ

け
ら
れ
た
る
な
り
。
よ
り
て
古
今
、
後
撰
、
拾
遺
、
こ
れ
を
三
代
集
と

申
な
り

と
い
う
言
を
引
く
ま
で
も
な
く
、『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和

歌
集
』
を
指
す
。
ま
た
、
二
条
家
三
代
集
と
は
、
御
子
左
家
と
呼
ば
れ
る
歌
の

家
の
人
々
、
具
体
的
に
言
う
と
、
俊
成
、
定
家
、
為
家
が
単
独
で
撰
し
た
『
千

載
和
歌
集
』『
新
勅
撰
和
歌
集
』『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
三
勅
撰
集
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
二
条
家
三
代
集
の
選
び
方
に
つ
い
て
疑
問
を
持
た
れ
る
む
き
も
あ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。
中
世
を
代
表
す
る
第
八
勅
撰
集
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
が

入
ら
ず
、
第
七
勅
撰
集
の
『
千
載
和
歌
集
』、
第
九
勅
撰
集
の
『
新
勅
撰
和
歌

集
』、
第
一
〇
勅
撰
集
の
『
続
後
撰
和
歌
集
』
で
二
条
家
三
代
集
が
構
成
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
耳
慣
れ
な
い
『
続
後
撰
和
歌
集
』
が
二
条
家
三
代
集
に

入
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
各
勅
撰
集
の
撰
者
に
関
係
が
あ
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
は
、
源
通
具
・
藤
原
有
家
・
藤
原
定
家
・
藤
原
家

隆
・
藤
原
雅
経
・
寂
蓮
（
中
途
で
没
）
で
あ
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
は
、
定

家
が
撰
者
の
一
人
と
し
て
入
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
家
系
の
人
も
入
っ
て
い

る
。
御
子
左
家
（
二
条
派
）
の
人
々
に
と
っ
て
、
極
論
す
れ
ば
、『
新
古
今
和
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歌
集
』
に
は
、
不
純
な
和
歌
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
考
え
て
も
無
理
は
な
か
ろ

う
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
二
条
家
三
代
集
の
撰
者
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

御
子
左
家
の
俊
成
・
定
家
・
為
家
で
あ
る
。
な
お
、
二
条
家
三
代
集
を
構
成
す

る
三
勅
撰
集
の
中
で
、
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、『
続
後
撰
和

歌
集
』
が
最
も
大
き
い（

３
）と

考
え
ら
れ
る
。

一-

六　
﹁
語
彙
﹂
の
定
義

こ
れ
ま
で
「
語
彙
」
と
い
う
術
語
を
無
造
作
に
使
っ
て
き
た
。
以
下
、
具
体

的
に
「
詞
書
」
の
語
彙
に
つ
い
て
ふ
れ
る
の
で
、
そ
の
他
の
術
語
と
と
も
に
、

こ
こ
で
定
義
し
た
い
と
思
う
。

「
語 

彙
」
…
あ
る
範
囲
（
た
と
え
ば
時
代
・
作
品
・
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
）
に
使

わ
れ
た
語
の
総
量
。

「
異 

な
り
語
数
」
…
同
じ
語
が
何
回
出
て
き
て
も
、
一
語
に
し
か
数
え
な
い

単
語
の
数
え
方
。

「
延 

べ
語
数
」
…
同
じ
語
が
何
回
出
て
き
て
も
、
そ
の
た
び
に
一
語
と
し
て

数
え
る
単
語
の
数
え
方
。

「
平
均
使
用
度
数
」
…
延
べ
語
数
を
異
な
り
語
数
で
割
っ
た
も
の
。

以
上
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
と
思
う
が
、
以
下
、
こ
の
定
義
を
も
と
に
し
、

三
代
集
の
方
か
ら
順
次
み
た
い
と
思
う
。

二-

一　

三
代
集
の
﹁
詞
書
﹂

ま
ず
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
詞
書
」
の
語
彙
か
ら
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、

以
下
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
詞
書
」
に
つ
い
て
は
、「
古
今
詞
書
」
の
よ
う
に

略
称
し
、
他
の
和
歌
集
の
「
詞
書
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
略
称
す
る
。
な
お
、

三
代
集
を
構
成
す
る
「
古
今
詞
書
」「
後
撰
詞
書
」「
拾
遺
詞
書
」
を
一
括
し
て

み
る
場
合
は
「
三
代
集
詞
書
」
と
、
二
条
家
三
代
集
を
構
成
す
る
「
千
載
詞

書
」「
新
勅
撰
詞
書
」「
続
後
撰
詞
書
」
を
一
括
し
て
み
る
場
合
は
「
二
条
家
詞

書
」
と
略
称
す
る
。

二-

一-

一　
﹁
古
今
詞
書
﹂

『
古
今
和
歌
集
』、
こ
れ
は
『
新
続
古
今
和
歌
集
』（
永
享
一
〇
年
・
一
四
三

八
、
四
季
の
部
奏
覧
）
ま
で
の
二
一
代
の
勅
撰
集
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
第

二
勅
撰
集
で
あ
る
『
後
撰
和
歌
集
』
以
降
の
勅
撰
集
の
手
本
と
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
部
立
て
を
含
め
、
編
纂
方
法
等
、
後
の
勅
撰
集
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。

一-

四
で
み
た
散
文
の
語
彙
と
比
較
し
た
場
合
の
「
詞
書
」
の
語
彙
の
一
般

的
特
徴
に
つ
い
て
、「
古
今
詞
書
」
を
例
に
と
る
と
、「
古
今
詞
書
」
の
異
な
り

語
数
で
の
比
率
は
名
詞
は
六
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
動
詞
の
比
率
は
二
四
・
七

パ
ー
セ
ン
ト
、
形
容
語
（
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
・
連
体
詞
）
の
比
率
は

六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
な
お
、
宮
島
達
夫
ほ
か
編
『
日
本
古
典
対
照
分

類
語
彙
表
』（
二
〇
一
六　

笠
間
書
院
）
に
載
る
一
七
作
品
で
の
そ
れ
を
み
る

と
、
異
な
り
語
数
で
の
名
詞
の
比
率
の
最
も
高
い
作
品
は
『
平
家
物
語
』
の
七

四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
次
い
で
『
大
鏡
』
の
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
動
詞
の

比
率
の
最
も
低
い
作
品
は
『
平
家
物
語
』
の
一
九
・:

四
パ
ー
セ
ン
ト
、
次
い
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で
『
大
鏡
』
の
二
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
形
容
語
の
比
率
の
最
も
低
い
作
品
は
『
平
家
物
語
』
の

五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
次
い
で
『
万
葉
集
』
の
七
・
六
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
数
値
か
ら
し
て
、「
古
今
詞
書
」（
他
の
「
詞

書
」
も
）
の
語
彙
の
品
詞
別
構
成
比
率
は
軍
記
物
で
あ
る
『
平

家
物
語
』
や
歴
史
物
語
で
あ
る
『
大
鏡
』
に
お
け
る
品
詞
別
構

成
比
率
と
相
対
的
に
類
似
し
、
中
古
の
一
般
的
な
散
文
と
は
異

な
っ
た
品
詞
別
構
成
比
率
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
る
。

二-

一-

二　
﹁
後
撰
詞
書
﹂

次
に
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の

『
後
撰
和
歌
集
』
に
は
、『
古
今
和
歌
集
』
と
大
き
く
相
違
し
て

い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
ふ
れ
る
「
詞
書
」
の
物
語

的
傾
向
（
散
文
的
傾
向
）
の
強
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

表
（
１
）
は
、
三
代
集
お
よ
び
二
条
家
三
代
集
と
称
さ
れ
る

各
勅
撰
集
の
「
詞
書
」
に
お
け
る
形
容
語
の
異
な
り
語
数
・
延

べ
語
数
で
の
比
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表

（
２
）
は
、『
伊
勢
物
語
』『
土
左
日
記
』『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草

子
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
形
容
語
の
異
な

り
語
数
、
延
べ
語
数
で
の
比
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
（
１
）
お
よ
び
表
（
２
）
を
み
る
と
、
表
（
２
）
の

散
文
に
比
べ
て
表
（
１
）
の
「
詞
書
」
に
お
け
る
形
容
語
の
比

率
の
低
さ
が
注
目
に
値
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
で
は
「
詞
書
」
に
つ
い
て
、

　

 

和
歌
・
俳
句
な
ど
の
作
者
・
制
作
の
動
機
・
日
時
・
場

所
・
場
面
・
対
象
・
目
的
、
そ
の
他
前
後
の
事
情
等
に
つ

い
て
記
し
、
ま
た
作
品
の
主
題
・
内
容
等
に
つ
い
て
説
明

を
加
え
た
も
の

と
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
か
ら
す
る
と
「
詞
書
」
に
は
名
詞
が

多
用
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
詞
書
」
の
性
格

か
ら
し
て
、
形
容
語
の
使
用
が
少
な
い
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ

る
が
、
表
（
１
）、
表
（
２
）
か
ら
は
極
端
に
少
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
「
詞
書
」
の
中
で
は
「
後
撰
詞

書
」
に
お
け
る
形
容
語
の
相
対
的
な
多
さ
が
目
に
つ
く
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
事
物
の
性
質
や
状
態
、
感
情
・
感
覚
な
ど
の
表

現
が
「
後
撰
詞
書
」
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
他
の
「
詞
書
」
よ
り
も
物
語
的
傾
向
、
散
文
的
傾
向

が
強
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
と
な
り
得
る
。

二-

一-

三　
﹁
拾
遺
詞
書
﹂

次
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
に
関
し
て
、『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八

六
）
で
は
、

表（１）
古　今 後　撰 拾　遺 千　載 新勅撰 続後撰

異 な り 比 率 6.7 9.1 5.3 6.0 4.7 4.0
延 べ 比 率 5.5 8.0 3.9 3.4 2.2 2.9

表（２）
伊　勢 土　左 蜻　蛉 枕 源　氏 紫

異 な り 比 率 13.1 13.8 14.3 11.4 12.5 15.1
延 べ 比 率 13.6 15.3 20.6 22.9 25.1 19.2
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古
今
集
で
培
わ
れ
た
和
歌
観
や
史
観
を
、
さ
ら
に
進
展
・
深
化
さ
せ
て
い

る
側
面
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う　

と
し
て
い
る
。

表
（
３
）
は
、「
三
代
集
詞
書
」
を
構
成
す
る
三
つ
の
「
詞
書
」
の
異
な
り

語
数
・
延
べ
語
数
、
平
均
使
用
度
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
（
３
）
を
み
る
と
、「
拾
遺
詞
書
」
は
、
平
均
使
用
度
数
に
お
い
て

は
、
三
代
集
で
最
小
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
異
な

り
語
数
で
は
、「
拾
遺
詞
書
」
の
方
が
「
後
撰
詞
書
」
よ
り

も
多
い
こ
と
も
こ
の
表
（
３
）
か
ら
は
み
て
と
れ
る
。
換
言

す
れ
ば
「
拾
遺
詞
書
」
は
、
延
べ
語
数
の
割
に
異
な
り
語
数

が
多
く
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
な

お
、
平
均
使
用
度
数
で
み
る
と
、「
拾
遺
詞
書
」
は
「
古
今

詞
書
」
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
、
結
果
的
に
「
三
代
集
詞
書
」

に
お
け
る
「
後
撰
詞
書
」
の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い

る
。な

お
、『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌

集
』
を
三
代
集
と
し
、
第
四
勅
撰
集
で
あ
る
『
後
拾
遺
和
歌

集
』
と
の
間
に
歌
風
の
転
換
点
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
な

考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
西
端
幸
雄
（
一
九
九

四
）
は
、

　

 

八
代
集
を
、
語
彙
史
の
面
か
ら
見
る
と
、『
拾
遺
集
』

に
大
き
な
転
換
点
が
あ
る

と
し
た
。
西
端
の
指
摘
は
和
歌
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
詞
書
」
も
撰
者

の
撰
集
意
識
が
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
語
彙
」
に
も
転
換
点

が
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
の
も
と
、
水
谷
静
夫
（
一
九

八
二
）
が
示
し
た
類
似
度‚
Ｄ（

４
）
を
計
算
す
る
と
、
表
（
４
）
の
よ
う
に
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
表
（
４
）
か
ら
は
「
拾
遺
詞
書
」
の
語
彙
と
「
後
拾
遺
詞
書
」
の
語
彙

と
の
類
似
度‚
Ｄ
が
「
後
撰
詞
書
」
の
語
彙
と
「
拾
遺
詞
書
」

の
語
彙
と
の
類
似
度‚
Ｄ
よ
り
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
高
い

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
古
今
詞
書
」
の
語
彙

と
「
後
撰
詞
書
」
の
語
彙
と
の
類
似
度‚
Ｄ
が
「
後
撰
詞
書
」

の
語
彙
と
「
拾
遺
詞
書
」
の
語
彙
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
高
い

こ
と
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
後
撰
詞
書
」
の
語
彙

と
「
後
拾
遺
詞
書
」
の
語
彙
と
の
類
似
度‚
Ｄ
が
高
い
こ
と
は
、

「
後
拾
遺
詞
書
」
の
語
彙
の
散
文
的
性
格
か
ら
く
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

「
詞
書
」
の
語
彙
の
類
似
度‚
Ｄ
の
数
値
か
ら
す
る
と
『
拾

遺
和
歌
集
』
は
、
無
条
件
に
三
代
集
と
し
て
一
括
り
に
は
で

き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
一
層
の
精
査
が
必
要
な
の
で
、「
可
能
性
」

と
し
て
お
く
。

表（３）
異なり語数 延べ語数 平均使用度数

古 今 詞 書 882 3,918 4.44
後 撰 詞 書 1,276 7,003 5.49
拾 遺 詞 書 1,287 5,203 4.04

表（４）
後拾遺詞書 拾遺詞書 後撰詞書

古 今 詞 書 0.771 0.759 0.818
後 撰 詞 書 0.825 0.797
拾 遺 詞 書 0.811
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二-

二　

二
条
家
三
代
集
の
﹁
詞
書
﹂

二-
二-

一　
﹁
千
載
詞
書
﹂

次
に
、
二
条
家
三
代
集
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。

ま
ず
、
第
七
勅
撰
集
の
『
千
載
和
歌
集
』
に
つ
い
て
み
た
い
と
思
う
。

『
千
載
和
歌
集
』
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
一
九
九
七
）
に
よ
る
と
、

　

 『
後
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
顕
著
に
な
っ
た
あ
ら
わ
な
理
知
・
趣
向
を
尊
ぶ

傾
向
に
対
し
、
哀
寂
味
を
基
調
と
す
る
素
直
な
主
情
性
を
重
視
す
る
。
…

（
略
）
…
視
覚
的
、
聴
覚
的
な
感
覚
の
冴
え
を
見
せ
る
作
品
や
、
本
歌

取
・
物
語
取
等
新
古
今
時
代
に
開
花
す
る
技
法
の
先
駆
と
な
る
作
品
も
少

な
く
な
い

と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
部
分
に

関
す
る
評
で
あ
る
が
、「
詞
書
」
に
お
い
て
も
、
三
代

集
時
代
と
は
異
な
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

表
（
５
）
は
、「
三
代
集
詞
書
」
を
構
成
す
る
三
つ

の
「
詞
書
」、
お
よ
び
「
千
載
詞
書
」「
新
古
今
詞

書
」
に
お
け
る
「
こ
ひ
」「
た
び
」
と
い
う
語
の
使
用

度
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
数
値
か
ら
、
和

歌
の
題
材
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

同
時
に
、
こ
の
二
語
は
中
世
と
い
う
時
代
に
よ
く
使

用
さ
れ
た
時
代
語
的
要
素
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。

二-

二-

二　
﹁
新
勅
撰
詞
書
﹂

次
に
、『
新
勅
撰
詞
書
』
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
は
、『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）
に

よ
る
と
、

　

 

道
家
ら
九
条
家
、
公
経
・
実
氏
ら
西
園
寺
家
の
貴
顕
や
、

実
朝
ら
幕
府
関
係
者
、
定
家
と
私
交
の
あ
っ
た
者
な
ど
の

歌
を
多
く
収
め
、
集
の
定
家
的
性
格
は
顕
著
で
あ
る

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）
で
指
摘
さ
れ
た
定
家

的
性
格
が
「
新
勅
撰
詞
書
」
に
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
具
体
的

に
み
る
こ
と
に
す
る
。

表
（
６
）
は
八
代
集
の
「
詞
書
」
お
よ
び
「
新
勅
撰
詞
書
」

に
お
け
る
「
び
や
う
ぶ
（
屛
風
）」
の
使
用
度
数
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
（
６
）
か
ら
す
る
と
、「
新
勅
撰
詞

書
」
に
お
け
る
「
び
や
う
ぶ
」
の
使
用
度
数
は
、
必
ず
し
も
特

徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
以
下
、
使
用
例
を
い
く

つ
か
具
体
的
に
あ
げ
た
い
と
思
う
。

例
Ａ　

 

延
喜
七
年
三
月
、
内
の
御
屛
風
に
、
元
日
ゆ
き
ふ
れ

る
日
（
三
）

例
Ｂ　

 

寛
喜
元
年
十
一
月
女
御
入
内
屛
風
、
江
山
人
家
柳
を

よ
み
侍
け
る
（
二
八
）

例
Ｃ　

 

寛
喜
元
年
女
御
入
内
屛
風
、
杜
辺
山
井
流
水
あ
る
所

表（５）
こ　ひ（恋） た　び（旅）

古 今 詞 書 0 1

後 撰 詞 書 1 6

拾 遺 詞 書 0 3

千 載 詞 書 106 25

新古今詞書 68 26

表（６）
古　今 後　撰 拾　遺 後拾遺 金　葉 詞　花 千　載 新古今 新勅撰

びやうぶ（屛風） 9 1 132 33 2 7 4 33 25
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（
一
八
八
）

例
Ｄ　

文
治
六
年
女
御
入
内
屛
風
に
（
六
八
）

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
新
勅
撰
詞

書
」
に
お
け
る
「
び
や
う
ぶ
」
の
頻
用
は
、
他
の
「
詞
書
」
の
場
合
と
同
様
、

撰
歌
資
料
と
し
て
の
屛
風
歌
の
重
視
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

う
。
た
だ
、「
新
勅
撰
詞
書
」
に
お
け
る
「
び
ょ
う
ぶ
」
が
使
用
さ
れ
た
「
詞

書
」
を
み
て
い
る
と
、
あ
る
特
徴
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
例
Ｂ
や
例
Ｃ
の
よ
う
に
、

「
寛
喜
元
年
入
内
屛
風
」
歌
に
関
す
る
屛
風
歌
で
あ
る
こ
と
の
明
示
と
と
も
に
、

多
く
の
場
合
、
歌
題
（
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
）
も
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
例
Ｄ
に
あ
げ
た
「
文
治
六
年
女
御
入
内
屛
風
」

歌
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
数
を
示

す
と
、「
寛
喜
」
の
場
合
、
一
一
例
中
歌
題
が
な
い
も
の
二
例
、「
文
治
」
の
場

合
、
五
例
中
歌
題
が
な
い
も
の
四
例
と
な
っ
て
い
る
（
上
掲
以
外
の
屛
風
歌
の

場
合
は
、
九
例
中
歌
題
が
な
い
も
の
五
例
。
な
お
、「
寛
喜
」「
文
治
」
に
関
し

て
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
屛
風
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
「
詞
書
」

に
関
し
て
の
み
考
察
の
対
象
と
し
た
）。

比
較
上
、「
新
古
今
詞
書
」
に
お
け
る
「
び
や
う
ぶ
」
の
使
用
状
況
を
み
る

と
、
屛
風
歌
に
関
係
な
い
一
例
を
除
く
三
二
例
中
一
九
例
が
屛
風
歌
の
明
示
の

み
の
「
詞
書
」
で
の
使
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
文
治
六
年
女
御

入
内
屛
風
」
歌
と
す
る
「
詞
書
」
で
使
用
さ
れ
た
六
例
中
、
歌
題
を
も
示
す
も

の
は
二
例
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
の
撰
集
に
当
た
っ
て
撰

者
定
家
は
、
自
己
の
主
家
に
当
た
る
関
白
藤
原
道
家
の
長
女
竴
子
の
入
内
に
関

す
る
『
寛
喜
元
年
（
十
一
月
）
女
御
入
内
屛
風
和
歌
』
を
撰
歌
資
料
と
し
て
重

視
し
、
そ
れ
か
ら
の
入
集
歌
に
は
、
他
の
場
合
以
上
に
「
詞
書
」
に
も
注
意
を

払
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
の
屛
風
歌
の
場
合
よ
り
も
歌
題
を

記
載
す
る
「
詞
書
」
が
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
定
家
的
性
格
の

一
端
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

二-

二-

三　
﹁
続
後
撰
詞
書
﹂　

次
に
、『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
樋
口
芳
麿
麻
呂
は
、『
新
編
国
歌

大
観　

第
一
巻
』（
一
九
八
三
）
の
解
説
で
、

　

 

当
代
賛
頌
の
念
が
顕
著
で
、
温
雅
平
淡
な
歌
が
多
く
、
後
世

の
二
条
派
歌
人
か
ら
花
実
相
応
の
集
と
評
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

こ
こ
で
は
、「
し
や
う
ぢ
（
正
治
）」
と
い
う
年
号
の
使
用
状
況

を
み
た
い
と
思
う
。

表
（
７
）
は
、「
新
古
今
詞
書
」
か
ら
「
続
後
撰
詞
書
」
ま
で

に
使
用
さ
れ
た
「
し
や
う
ぢ
」
の
使
用
度
数
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
あ
る
数
値
を
み
る
場
合
、
い
さ
さ
か
注
意
を
要
す

る
の
で
、
以
下
、
少
々
説
明
を
加
え
る
。

『
正
治
百
首
』
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
下
命
者
後
鳥
羽
上
皇

が
主
催
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
新
古
今
和
歌
集
』

表（７）
新古今 新勅撰 続後撰

しやうぢ（正治） 0 1 12
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の
撰
集
に
当
た
り
、
撰
歌
資
料
と
し
て
重
要
視
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え

る
。
事
実
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
は
、『
正
治
二
年
初
度
百
首
』
か
ら
七
九
首
、

『
正
治
二
年
第
二
度
百
首
』
か
ら
一
〇
首
の
、
計
八
九
首
入
集（

５
）し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
入
集
歌
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
、

例
Ｅ　

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
（
一
七
）　　
　
　

例
Ｆ　

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
春
の
歌
（
三
）　

の
よ
う
に
、「
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
…
」
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

勅
撰
集
の
下
命
者
と
、
当
該
定
数
歌
の
主
催
者
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
か

ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
詞
書
」
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
お
い
て
も
重
要
な
撰
歌
資
料
で
あ
っ
た
『
正

治
百
首
』
か
ら
の
入
集
歌
に
、
撰
者
定
家
が
「
し
や
う
ぢ
」
を
一
例
し
か
使
用

し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
承
久
の
乱
の
失
敗
に

よ
り
配
流
の
身
の
上
と
な
っ
た
後
鳥
羽
院
の
主
催
し
た
『
正
治
百
首
』
で
あ
っ

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
後
鳥
羽
院
を
連
想
さ
せ
る
『
正
治
百
首
』
は
、
い

く
ら
撰
歌
資
料
名
で
あ
っ
て
も
撰
者
定
家
を
取
り
ま
く
政
治
状
況
か
ら
し
て
控

え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
久
曽
神
昇
・
樋
口
芳
麻
呂
（
一

九
六
一
）
に
よ
れ
ば
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
は
『
正
治
百
首
』
か
ら
一
七
首

採
歌
さ
れ
て
い
る
。

今
井
明
（
二
〇
〇
〇
）
は
、

　

 

為
家
は
『
新
勅
撰
集
』
に
示
さ
れ
た
定
家
の
撰
歌
方
針
を
崩
す
こ
と
な
く
、

そ
の
枠
組
み
の
な
か
に
後
鳥
羽
院
と
定
家
の
作
を
組
み
込
ん
で
行
き
、
後

鳥
羽
院
・
定
家
ふ
た
り
の
組
み
合
わ
せ
を
中
心
に
元
久
期
の
歌
壇
像
を
描

き
出
そ
う
と
し
た
ら
し
い

と
し
て
い
る
。
為
家
は
、
政
治
的
理
由
か
ら
定
家
が
な
し
得
な
か
っ
た
後
鳥
羽

院
歌
重
視
の
方
針
に
よ
る
撰
歌
を
『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
お
い
て
行
い
、
撰
歌

資
料
と
し
て
重
視
し
た
『
正
治
百
首
』
か
ら
採
歌
し
た
和
歌
の
「
詞
書
」
に

「
正
治
百
首
」
と
明
示
し
た
結
果
、「
し
や
う
ぢ
」
と
い
う
語
が
頻
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
下
命
者
後
嵯
峨
院
の
父
祖
に
当

た
る
後
鳥
羽
院
の
主
催
し
た
『
正
治
百
首
』
の
重
視
は
、
先
に
述
べ
た
定
家
の

意
思
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
代
賛
頌
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。

三-

一　
﹁
三
代
集
詞
書
﹂
と
﹁
二
条
家
詞
書
﹂

次
に
、
三
代
集
と
二
条
家
三
代
集
の
「
詞
書
」
の
語
彙
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
の
点
か
ら
比
較
し
た
い
。

三-

一-

一　

品
詞
別
構
成
比
率

表
（
８
）
は
、「
三
代
集
詞
書
」
お
よ
び
「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
異
な

り
語
数
・
延
べ
語
数
で
の
品
詞
別
構
成
比
率
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
比
率
は
、「
三
代
集
詞
書
」
と
比
較
し
た
場
合
、

名
詞
の
比
率
が
高
く
、
動
詞
の
比
率
が
低
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
形

容
語
の
比
率
を
み
る
と
、「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
そ
れ
は
、「
三
代
集
詞

書
」
に
お
け
る
そ
れ
の
、
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
異
な
り
語
）、
四
八
パ
ー
セ
ン

ト
（
延
べ
語
）
程
度
し
か
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
低
さ
が
目
に
つ
く
。
ま
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た
、「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
名
詞
の
比
率

の
高
さ
、
動
詞
の
比
率
の
低
さ
は
、「
詞
書
」

の
編
纂
態
度
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、「
二
条
家
詞
書
」
は
「
三
代
集
詞

書
」
に
比
し
て
、
固
定
的
、
類
型
的
な
、「
詞

書
」
本
来
の
性
格
を
よ
り
強
め
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
先
に

述
べ
た
形
容
語
の
比
率
の
低
さ
と
い
う
こ
と
か

ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
。

三-

一-

一-
一
　
連
体
詞
「
あ
る
（
或
）」

次
に
、
形
容
語
の
中
で
、
そ
の
使
用
が
特
徴

的
な
連
体
詞
の
「
あ
る
（
或
）」
に
つ
い
て
ふ

れ
た
い
と
思
う
。

表
（
９
）
か
ら
は
、「
あ
る
」
は
「
三
代
集

詞
書
」
で
五
五
例
、「
二
条
家
詞
書
」
で
二
例

と
、
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
三
代
集
詞
書
」
に
お
け
る
使
用
例
を
具
体
的

に
み
る
と
、

例
Ｇ　

 

女
の
お
や
の
お
も
ひ
に
て
山
で
ら
に

侍
り
け
る
を
、
あ
る
人
の
と
ぶ
ら
ひ

つ
か
は
せ
り
け
れ
ば
、
返
り
事
に
よ

め
る
（
古
今
・
八
四
四
）

の
よ
う
な
比
較
的
長
い
「
詞
書
」
で
使
用
さ
れ
た
も
の
、

例
Ｈ　

 

あ
る
人
の
い
は
く
、
さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ

み
の
歌
也
（
古
今
・
七
・
左
注
）

の
よ
う
に
左
注
で
使
用
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
、
詠
者
名
を
記
さ
な

い
も
の
や
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
す
る
も
の
が
比
較
的
多
い
こ
と

が
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
使
用
例
は
、

例
Ｉ　

 

服
に
侍
り
け
る
時
、
或
る
上
人
の
来
れ
り
け
る
が
、
墨

染
の
袈
裟
を
忘
れ
て
取
り
に
遣
し
た
る
、
遣
す
と
て
詠

め
る
（
千
載
・
五
八
〇
）

の
よ
う
に
比
較
的
長
い
「
詞
書
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
続
後
撰
詞
書
」
に
お
け
る
使
用
例
も
比

較
的
長
い
「
詞
書
」
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、

「
三
代
集
詞
書
」
の
場
合
と
相
違
は
な
い
。
た
だ
、
用
例
数
が
二

例
と
少
な
い
の
で
、
確
と
は
言
え
な
い
が
、
左
注
で
の
使
用
例
が

な
い
点
、
二
例
と
も
詠
者
名
が
記
さ
れ
た
和
歌
の
詞
書
で
使
用
さ

れ
て
い
る
点
で
、「
三
代
集
詞
書
」
と
相
違
が
み
ら
れ
る
。
二
条

家
三
代
集
は
、「
よ
み
人
知
ら
ず
」
歌
や
詠
者
名
を
記
さ
な
い
和

歌
が
少
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
詠
者
名
の
匿
名
性
の
希
薄
化
が
、

結
果
的
に
物
事
を
漠
然
と
さ
す
「
あ
る
」
の
使
用
度
数
の
減
少
に

つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

表（９）
古　今 後　撰 拾　遺 千　載 新勅撰 続後撰

ある（或） 26 13 16 1 0 1

表（８）

名詞 動詞 形容詞 形動 副詞 連体詞 その他 形容語

三代集詞書
異 68.6 24.1 3.0 1.4 2.0 0.2 0.6 6.7

延 59.6 34.3 2.4 0.5 2.0 1.2 0.1 6.0

二条家詞書
異 75.3 17.6 2.3 1.0 1.4 0.2 2.3 4.8

延 68.7 28.1 1.6 0.2 0.7 0.4 0.3 2.9
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三-

一-

二　

死
を
意
味
す
る
表
現

次
に
「
死
」
を
意
味
す
る
表
現
に
つ
い
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

表
（
10
）
は
、「
三
代
集
」「
二
条
家
三
代
集
」、
お

よ
び
「
新
古
今
詞
書
」「
続
古
今
詞
書
」
に
お
け
る

「
死
」
を
意
味
す
る
「
か
く
る
（
隠
）」「
う
す
（
失
）」

「
み
ま
か
る
（
身
罷
）」「
な
く
な
る
（
亡
）」
に
つ
い
て

の
使
用
度
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
カ
ッ
コ

書
き
し
た
数
値
は
、
う
ち
「
死
」
以
外
の
意
味
の
度
数

を
示
し
た
も
の
を
示
す
。

こ
の
表
（
10
）
か
ら
は
、「
か
く
る
」
お
よ
び
「
み

ま
か
る
」
の
使
用
が
非
常
に
広
範
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、「
か
く
る
」
は
「
千
載
詞
書
」
以
降
で
の

頻
用
、「
う
す
」
や
「
な
く
な
る
」
は
「
三
代
集
詞

書
」
お
よ
び
「
新
古
今
詞
書
」
で
は
使
用
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
他
の
「
詞
書
」
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
な
い
点
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
三

代
集
詞
書
」
で
は
「
み
ま
か
る
」「
な
く
な
る
」
が
、

「
二
条
家
詞
書
」
で
は
「
み
ま
か
る
」「
か
く
る
」
が
好

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

小
久
保
崇
明
（
二
〇
〇
六
）
は
、
八
代
集
に
お
け
る

「
死
」
に
関
す
る
婉
曲
表
現
を
考
察
し
、「
な
く
な
る
」

↓
「
う
す
」
↓
「
か
く
る
」
と
、
よ
り
婉
曲
度
が
高
く
な
り
、
忌
詞
的
性
格
が

強
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
る
と
、「
二
条
家
詞
書
」
に

は
、
忌
詞
的
性
格
が
強
い
「
か
く
る
」
が
、「
三
代
集
詞
書
」
に
は
、
そ
れ
が

比
較
的
弱
い
「
な
く
な
る
」
が
好
ん
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
使
用
差
は
、
撰
集
態
度
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
定
家
が
撰
者
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
た
『
新
古
今
和
歌

集
』
の
「
詞
書
」
に
は
「
二
条
家
詞
書
」
で
は
一
例
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い

「
う
す
」
が
四
例
、「
二
条
家
詞
書
」
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
「
な

く
な
る
」
が
一
〇
例
使
用
さ
れ
て
い
る
点
や
、
為
家
が
、
為
家
に
批
判
的
な
藤

原
光
俊
（
真
観
）
ら
と
と
も
に
撰
し
た
『
続
古
今
和
歌
集
』
の
「
詞
書
」
に

「
う
す
」
や
「
な
く
な
る
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
も
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、『
新
古
今
和
歌
集
』
や
『
続
古
今
和

歌
集
』
が
二
条
家
三
代
集
の
撰
集
方
針
を
踏
襲
し
て
い
な
い
証

左
に
な
る
と
同
時
に
、「
二
条
家
詞
書
」
に
お
け
る
「
死
」
に

関
す
る
表
現
は
、「
み
ま
か
る
」
と
と
も
に
、
よ
り
忌
詞
的
性

格
の
強
い
「
か
く
る
」
を
中
心
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
編
纂

方
針
で
あ
っ
た
証
左
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三-

一-

三　
﹁
二
条
家
詞
書
﹂
の
類
似
度＇
Ｄ

表
（
11
）
は
、
二
条
家
三
代
集
を
構
成
す
る
各
「
詞
書
」
に

お
け
る
類
似
度‚
Ｄ
の
数
値
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
代
集
を
構
成
す
る
各
「
詞
書
」
に
お
け
る
類
似
度‚
Ｄ
の

表（10）
古今 後撰 拾遺 千載 新古今 新勅撰 続後撰 続古今

かくる 3（3） 4（3） 3（1） 21（1） 17 11 6 12

うす 1 2（1） 4 0 4 0 0 2

みまかる 18 13 1 21 26 12 12 17

なくなる 2 7（1） 17 2 10 0 0 2

表（11）
続後撰詞書 新勅撰詞書

千 載 詞 書 0.828 0.829
新勅撰詞書 0.856
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数
値
に
つ
い
て
は
、
二-

一-

三
の
表
（
４
）
で
み
た
。
そ
の
数
値
と
、
こ
こ

で
示
し
た
表
（
11
）
と
を
比
較
す
る
と
、
二
条
家
三
代
集
を
構
成
す
る
各
「
詞

書
」
の
類
似
度‚
Ｄ
の
値
が
、
三
代
集
の
方
の
そ
れ
の
値
よ
り
も
高
い
こ
と
が

わ
か
る
と
思
う
。
こ
れ
は
、
後
の
勅
撰
集
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
古
今
和

歌
集
』
に
準
じ
な
が
ら
も
、
各
勅
撰
集
の
編
者
が
独
自
の
編
纂
方
針
に
よ
っ
て

撰
し
た
三
代
集
の
「
詞
書
」
と
、
御
子
左
家
と
い
う
歌
の
家
の
人
々
が
撰
し
、

編
纂
方
針
に
も
一
貫
性
の
あ
る
二
条
家
三
代
集
の
「
詞
書
」
と
の
差
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
類
似
度‚
Ｄ
の
数
値
の
差
は
、
三-

一-

一
で
も
ふ
れ
た
が
、
二
条
家
三
代
集
を
構
成
す
る
各
「
詞
書
」
が
固
定
的
、
類

型
的
な
「
詞
書
」
と
な
り
、
使
用
す
る
用
語
も
類
似
し
た
も
の
に
な
っ
た
結
果

で
も
あ
る
と
思
う
。

三-

一-

四　

人
物
に
関
す
る
表
現

次
に
、
人
物
に
関
す
る
表
現
に
つ
い
て
み
た
い
と
思
う
。

人
物
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
は
、
具
体
的
な
人
名
に
よ
る
示
し
方
と
、
こ

こ
で
ふ
れ
よ
う
と
す
る
、
よ
り
抽
象
的
な
「
ひ
と
（
人
）」「
を
ん
な
（
女
）」

「
を
と
こ
（
男
）」、
ま
た
官
職
名
な
ど
に
よ
る
示
し
方
が
あ
る
。　

表
（
12
）
は
、「
三
代
集
詞
書
」「
二
条
家
詞
書
」
と
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢

物
語
』『
土
左
日
記
』『
蜻
蛉
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日

記
』『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
ひ
と
（
人
）」「
を
ん
な
（
女
）」「
を
と
こ

（
男
）」、
官
職
（
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
・
大
納
言
に
、
正
し
く
は
官

職
名
で
は
な
い
が
大
臣（

６
）を

加
え
代
表
さ
せ
た
）
の
使
用
度
数
と
、
作
品
別
延
べ

語
数
、
語
別
使
用
度
数
、
総
使
用
度
数
を
期
待
値（

７
）お
よ
び
期
待
値
を
一
と
し
た

場
合
の
使
用
度
数
の
比
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、『
竹
取
物
語
』
か
ら

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
各
語
の
使
用
度
数
お
よ
び
作
品
別
延
べ
語
数
は
宮
島

達
夫
ほ
か
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』（
二
〇
一
四
）
を
用
い
た
。
ま

た
、
語
別
使
用
度
数
お
よ
び
総
使
用
度
数
に
つ
い
て
は
、
上
記
『
日
本
古
典
対

照
語
彙
分
類
表
』
に
載
る
一
七
作
品
に
お
け
る
数
値
に
「
三
代
集
詞
書
」「
二

条
家
詞
書
」
に
お
け
る
数
値
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
（
12
）
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
が
み
て
と
れ
る
。

　
（
１ 

）「
ひ
と
」「
を
ん
な
」「
を
と
こ
」
に
関
し
て
、「
後
撰
詞
書
」
の
語

彙
と
『
伊
勢
物
語
』
の
語
彙
と
の
比
の
値
は
、
他
の
作
品
と
比
較
す

る
と
相
対
的
に
類
似
し
て
い
る
。

　
（
２ 

）「
ひ
と
」「
を
ん
な
」「
を
と
こ
」
に
関
し
て
、「
古
今
詞
書
」
の
語

彙
と
『
伊
勢
物
語
』
の
語
彙
と
の
比
の
値
は
、（
１
）
に
は
遠
く
及
ば

な
い
が
、
相
対
的
に
類
似
し
て
い
る
。

　
（
３ 

）「
ひ
と
」
に
関
し
て
、「
拾
遺
詞
書
」
以
外
の
「
三
代
集
詞
書
」
の

語
彙
に
お
け
る
比
の
値
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
を
除
き
、『
竹
取

物
語
』
以
下
の
諸
作
品
よ
り
も
大
き
い
。
逆
に
、「
二
条
家
詞
書
」
の

語
彙
に
関
し
て
は
、
そ
の
比
の
値
は
小
さ
い
。

　
（
４ 
）「
を
ん
な
」
に
関
し
て
、「
三
代
集
詞
書
」「
二
条
家
詞
書
」
の
語
彙

に
お
け
る
比
の
値
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
を
除
き
、『
竹
取
物

語
』
以
下
の
諸
作
品
よ
り
も
大
き
い
。
た
だ
し
、「
三
代
集
詞
書
」
と

比
較
し
た
場
合
「
二
条
家
詞
書
」
の
語
彙
の
比
の
値
は
小
さ
い
。
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表（12）

ひ　と をんな をとこ 官　職 作品別
延べ語数度　数 期待値 度　数 期待値 度　数 期待値 度  数 期待値

古　今
116 60 19 8 8 5 1 5

3,9171.93 2.38 1.60 0.20

後　撰
234 107 225 14 110 8 20 8

7,0032.19 16.07 13.75 2.50

拾　遺
76 80 78 10 28 6 28 6

5,2030.95 7.80 4.67 4.67

千　載
51 107 31 14 7 8 59 8

7,0080.48 2.21 0.88 7.38

新勅撰
23 77 25 10 0 6 15 6

5,0510.30 2.50 ―― 2.50

続後撰
51 76 21 10 6 6 15 6

4,9480.67 2.10 1.00 2.50

竹　取
94 78 19 10 0 6 20 6

5,1191.21 1.90 ―― 3.33

伊　勢
173 106 135 14 200 8 1 8

6,93116.32 9.64 25.00 0.13

土　左
80 54 8 7 6 4 0 4

3,4961.48 1.14 1.50 ――

蜻　蛉
438 343 7 45 7 26 4 26

22,4001.28 0.16 0.27 0.15

枕草子
669 504 48 66 55 38 13 39

32,9041.33 0.73 1.45 0.33

源　氏
3,732 3,182 321 414 65 243 61 245

207,7881.17 0.78 0.27 0.25

紫式部
189 134 9 17 5 10 17 10

8,7361.41 0.53 0.50 1.70

更　級
134 111 5 14 3 8 4 9

7,2431.21 0.36 0.38 0.44

語別使用
度数 9,420 1,225 718 725

総使用度数
615,100
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（
５ 

）「
を
と
こ
」
に
関
し
て
、「
三
代
集
詞
書
」
の
語
彙
に
お
け
る
比
の

値
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
を
除
き
、『
竹
取
物
語
』
以
下
の
諸
作

品
よ
り
も
大
き
い
。
ま
た
、「
千
載
詞
書
」「
続
後
撰
詞
書
」
の
語
彙

に
お
け
る
比
の
値
は
、『
伊
勢
物
語
』『
土
左
日
記
』『
枕
草
子
』
を
除

き
大
き
い
。

　
（
６ 

）
官
職
に
関
し
て
、「
後
撰
詞
書
」「
拾
遺
詞
書
」
お
よ
び
「
二
条
家
詞

書
」
の
語
彙
に
お
け
る
比
の
値
は
、『
竹
取
物
語
』
の
場
合
を
除
き
、

『
伊
勢
物
語
』
以
下
の
作
品
よ
り
大
き
い
。
な
お
、「
千
載
詞
書
」「
拾

遺
詞
書
」
の
語
彙
に
お
け
る
比
の
値
は
、『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
比

の
値
よ
り
も
大
き
い
。

お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、「
後
撰
詞

書
」
と
歌
物
語
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
語
彙
の
類
似
性
が
み
て
と
れ
る
。
ま

た
、「
三
代
集
詞
書
」
と
「
二
条
家
詞
書
」
を
比
較
し
た
場
合
、
抽
象
度
が
高

い
「
ひ
と
」
の
使
用
に
関
し
て
、「
二
条
家
詞
書
」
の
語
彙
に
お
け
る
比
の
値

が
小
さ
い
点
、「
ひ
と
」
よ
り
も
多
少
具
体
性
が
高
い
「
を
ん
な
」「
を
と
こ
」

に
お
い
て
も
「
二
条
家
詞
書
」
の
語
彙
に
お
け
る
比
の
値
が
小
さ
い
点
に
は
注

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
三
語
の
使
用
か
ら
は
、
三
代
集
と
二
条
家
三
代

集
の
編
纂
態
度
の
差
が
み
う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
条
家
三
代

集
は
、
三
代
集
に
比
し
て
、
具
体
性
を
よ
り
重
視
し
た
「
詞
書
」
を
付
そ
う
と

し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
具
体
性
が
高
い
官
職
に

関
す
る
語
の
比
の
値
が
「
二
条
家
詞
書
」
に
お
い
て
「
三
代
集
詞
書
」
よ
り
も

相
対
的
に
高
い
点
か
ら
も
言
え
よ
う
。

四　

お
わ
り
に

以
上
、
各
和
歌
集
の
「
詞
書
」
が
撰
者
の
編
纂
方
針
に
よ
り
相
違
し
て
い
る

点
や
、「
三
代
集
詞
書
」
と
「
二
条
家
詞
書
」
の
差
異
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か

の
点
か
ら
ふ
れ
た
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
、「
詞
書
」
の
ど
こ
に
魅
力
が
あ
り
、
面

白
い
の
か
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
多
分
、
そ
の
よ
う
な
感
想
を
持
つ
人

が
多
い
だ
ろ
う
な
、
と
思
い
つ
つ
「
詞
書
」
に
つ
い
て
話
し
た
。
雅
な
も
の
の

代
表
と
も
考
え
ら
れ
る
和
歌
の
世
界
に
も
、
歌
風
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
り
、

も
っ
と
人
間
的
な
派
閥
争
い
（
誰
が
撰
者
に
な
る
か
な
ど
）
が
あ
っ
た
こ
と
も

撰
歌
さ
れ
た
和
歌
と
と
も
に
「
詞
書
」
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
味

気
な
く
思
え
る
「
詞
書
」
も
と
て
も
興
味
深
い
も
の
に
な
る
と
思
う
。

［
注
］

（
１
）　
『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）の「
応
制
」の
項（
橋
本
不
美
男
氏
執
筆
）に
、

　
　
　
　
　

勅
命
に
従
っ
て
詩
歌
を
詠
進
す
る
こ
と
。
…

　
　

 

と
あ
る
。『
宝
治
百
首
』
な
ど
が
そ
の
代
表
的
作
品
で
あ
り
、
同
書
の
『
宝
治
百

首
』
の
項
（
家
郷
隆
文
氏
執
筆
）
で
は
、

　
　
　
　
　

 

続
後
撰
集
選
定
の
準
備
と
し
て
後
嵯
峨
院
が
、
当
代
の
主
な
る
歌
人
四

〇
人
に
詠
進
せ
し
め
た
宝
治
二1

2
4
8

年
の
百
首
和
歌
で
あ
る
。
…
こ
の

百
首
が
、
勅
撰
集
撰
進
の
た
め
の
重
要
な
事
前
準
備
の
和
歌
行
事
と
し

て
意
図
さ
れ
、
以
後
の
歌
壇
の
先
例
と
な
る

　
　

と
し
て
い
る
。

（
２
）　
『
新
編
国
歌
大
観　

C
D

-R
O

M

版　

Ver.2

』（
二
〇
〇
三
年
）
の
「
兼
輔
集
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解
題
」（
工
藤
重
矩
氏
執
筆
）
に
お
い
て
『
兼
輔
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　

 

家
集
の
成
立
・
編
者
は
未
詳
。
自
撰
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
他
撰
で
も

兼
輔
没
後
後
撰
集
以
前
で
あ
ろ
う

　
　

と
す
る
。

（
３
）　

御
子
左
家
に
関
す
る
略
系
図
を
示
す
と
、

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
為
氏
―
為
世
（
二
条
）

俊
成
―
定
家
―
為
家
―
―
為
教
（
京
極
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
為
相
（
冷
泉
）

　
　

 

の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
略
系
図
か
ら
し
て
も
、
為
家
の
後
世
へ
の
影
響
の
強
さ

が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
４
）　

類
似
度‚
Ｄ
の
計
算
方
法
は
、

　
　

　

D
’ab=   D

a | b・
D

b | a

た
だ
し
、D

a | b= ∑M
∈

V
a∩

V
b

Pa(M
)=

1N
a ∑M

∈
V

a∩
V

b
Fa(M

)

　
　
　
　

N
a

：作
品

a

の延
べ
語
数

　
　
　
　

� ∑M
∈

V
a∩

V
b

Pa(M
)

：作
品

aと
作
品

b
に
共
通
す
る
見
出
し
語
の
、
作
品

aに

お
け
る
使
用
度
数
の
和

（
５
）　
『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）
の
『
正
治
百
首
』
の
項
（
谷
山
茂
氏
執
筆
）。

（
６
）　

内
大
臣
を
使
用
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
対
象
と
し
た
『
竹
取
物

語
』
か
ら
『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
「
内
大
臣
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
三
例
あ

る
の
み
で
あ
る
の
で
、「
だ
い
じ
ん
」
を
用
い
た
。

（
７
）　

期
待
値
は
、

　
　
　
　

作
品
別
延
べ
語
数
×
語
別
使
用
度
数
／
総
使
用
度
数

　
　

に
よ
っ
て
計
算
し
た
。

［
本
文
］

語
彙
調
査
や
引
用
に
使
用
し
た
本
文
は
、「
古
今
詞
書
」
は
佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今

和
歌
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
八　

一
九
五
八
年
三
月
、
岩
波
書
店
）、「
後
撰
詞

書
」
は
大
阪
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室
編
『
後
撰
和
歌
集
総
索
引
』（
一
九
六
五
年
一

二
月
、
大
阪
女
子
大
学
）
の
本
文
編
、
た
だ
し
本
文
の
引
用
は
片
桐
洋
一
校
注
『
後

撰
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
六　

一
九
九
〇
年
四
月
、
岩
波
書
店
）、「
拾
遺

詞
書
」
は
片
桐
洋
一
『
拾
遺
和
歌
集
の
研
究　

伝
本
・
校
本
篇
』（
一
九
七
〇
年
一
二

月
、
大
学
堂
書
店
）
の
主
底
本
、「
後
拾
遺
詞
書
」
は
川
村
晃
生
校
注
『
後
拾
遺
和
歌

集
』（
一
九
九
一
年
三
月
、
和
泉
書
院
）、「
金
葉
詞
書
」
は
川
村
晃
生
・
柏
木
由
夫
・

工
藤
重
矩
校
注
『
金
葉
和
歌
集　

詞
花
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九　

一
九

八
九
年
九
月
、
岩
波
書
店
）、「
詞
花
詞
書
」
は
松
野
陽
一
校
注
『
詞
花
和
歌
集
』（
一

九
八
八
年
九
月
、
和
泉
書
院
）、「
千
載
詞
書
」
は
久
保
田
淳
・
松
野
陽
一
校
注
『
千

載
和
歌
集
』（
一
九
六
九
年
九
月
、
笠
間
書
院
）、「
新
古
今
詞
書
」
は
久
松
潜
一
・
山

崎
敏
夫
・
後
藤
重
郎
校
注
『
新
古
今
和
歌
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
二
八  

一
九
五

八
年
二
月
、
岩
波
書
店
）、「
新
勅
撰
詞
書
」
は
滝
澤
貞
夫
編
『
新
勅
撰
集
総
索
引
』

（
一
九
八
二
年
一
〇
月
、
明
治
書
院
）
の
底
本
、「
続
後
撰
詞
書
」「
続
古
今
詞
書
」、

『
兼
輔
集
』『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』『
寛
平
御
時
菊
合
』『
正
治
初
度
百
首
』『
正
治
五

度
百
首
』
の
「
詞
書
」
は
『
新
編
国
歌
大
観　

C
D

-R
O

M

版　

Ver.2

』（
二
〇
〇
三

年　

角
川
書
店
）
所
収
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
る
。
引
用
の
後
の
（　

）
内
の
数
字
は
、

引
用
本
文
の
歌
番
号
を
、
歌
番
号
の
前
の
「
古
今
」
等
は
当
該
例
の
あ
る
「
詞
書
」

を
示
す
。
傍
線
筆
者
。
な
お
、
左
注
の
場
合
は
歌
番
号
の
後
に
示
す
。
ま
た
、
引
用

に
当
た
っ
て
、
漢
字
の
字
体
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。
以
下
、
同
様
。
な
お
、『
伊

勢
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』
等
の
諸
作
品
に
お
け
る
度
数
に

関
し
て
は
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』（
二
〇
一
四
）
に
お
け
る
数
値
を
用
い
た
。

［
引
用
・
参
考
文
献
］

今
井
明
（
二
〇
〇
〇
）「
続
後
撰
和
歌
集
に
見
る
『
新
古
今
時
代
』
│
そ
の
撰
歌
と
歌

壇
像
│
」『
香
椎
潟
』
四
六
号

犬
養
廉
ほ
か
編
『
和
歌
大
辞
典
』（
一
九
八
六
）
明
治
書
院
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大
曾
根
章
介
ほ
か
編
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
一
九
九
七
）
明
治
書
院
。

久
曽
神
昇
・
樋
口
芳
麻
呂
（
一
九
六
一
）『
新
勅
撰
和
歌
集
』（
岩
波
文
庫　

岩
波
書

店
）
解
題
。

国
語
学
会
編
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
東
京
堂
出
版
。

小
久
保
崇
明
（
二
〇
〇
六
）「
八
代
集
に
於
け
る
『
隠
る
』『
失
す
』『
亡
く
な
る
』
に

つ
い
て
」『
桜
文
論
叢
』
六
五
巻
。

佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系　

第
二
巻
』（『
古
来
風
体
抄
（
初
撰
本
）』（
一
九

七
二
）
風
間
書
房
。

『
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻
』（
一
九
八
三
）
角
川
書
店
。

『
新
編
国
歌
大
観　

C
D

-R
O

M

版　

Ver.2
』(

二
〇
〇
三
年) 

角
川
書
店
。

西
端
幸
雄
（
一
九
九
四
）「
語
彙
史
の
立
場
か
ら
見
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
│
使
用
語
句

の
性
格
を
統
計
的
に
見
る
│
」『
国
語
語
彙
史
の
研
究　

十
四
』
和
泉
書
院
。

水
谷
静
夫
（
一
九
八
二
）『
数
理
言
語
学
』
培
風
館
、
ほ
か
。

宮
島
達
夫
ほ
か
編
『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』（
二
〇
一
四
）　

笠
間
書
院
。

若
林
俊
英
（
一
九
九
六
）『「
詞
書
」
の
語
彙
―
三
代
集
を
中
心
に
―
』
城
西
大
学
学

術
研
究
叢
書
11
。

若
林
俊
英
（
二
〇
〇
八
）『
詞
書
の
語
彙
論
』
笠
間
書
院
。

若
林
俊
英
（
二
〇
一
四
）「
三
代
集
と
二
条
家
三
代
集
の
「
詞
書
」
の
語
彙
」『
湘
南

文
学
』
第
四
九
号
。

［
付
記
］

本
稿
は
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
の
国
際
教
養
講
座
で
話
し
た
内
容
を
も
と
に
筆

を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
養
講
座
と
い
う
性
格
上
、
内
容
的
に
は
初
心
者
対
象

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
は
若
林
俊
英
（
一
九
九
六
）
お
よ
び
同
（
二

〇
〇
八
）
で
既
に
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
新
見
に
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る

点
、
了
解
願
い
た
い
。


