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中

世

歌

学

書

に

見

え

る

言

語

意

識

の

性

格

佐

田

智

明

八
雲

御
抄
に
よ
る
と
、
次

の
如
き
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
同
事
の
詞
か
は
り
た
る
は
、尤
可
レ
為
レ病
。良
牟
与
二
礼
牟
一京

極
御

息
所
歌
合
勝
。

介
礼
与
二
介
留
一徽
子
女
御
歌
合
申
務
持
。
良

志
与
二
奈
利
一寛
和
歌
合
惟
成
持
。
或
不
レ
病
ど
も
是
等
は
病
な
り
。

准

之
多
。

(久
曽
神
昇
氏

「
校
本
八
雲
御
抄
と
そ

の
研

究
」
所

収
本
三
十

一
頁
)

右
の
例
中
の

「
同
事
の
詞
か
は
り
た
る
」
は
同

義
異
音
の
場
合
を

さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
公
任

の

「
こ
と
ば
こ
と
な
れ
ど
も
心

お
な
じ

き
を
猶
去
べ
し
」

(占
典
文
庫
、
公
任
歌
論
集
所

収

新

撰

髄

脳
)

や
、
奥
義
抄

に

(巻

一
、
十
八
、
避
レ
病
)

古
式

之
趣

如
・
此
但
近
代
用
る
所
の
歌
は
計

一
字
同
心
の
病
は
か

り
也

、
同
心
の
病
と
は

一
歌
の
申
に
ふ
た
ゝ
ひ
同
事
を
用

る
也(註

一
》

な
ど
と
誌
さ
れ
て
い
る
事
を
も

っ
て
そ
の
間

の
事
情
が
知
ら

れ
る

今
、
堀
部
正
二
氏
の

「
纂
輯
類
従
歌
合
と
そ

の
研
究
」
を
参

照
し
て

問
題
の
歌
を
求
め
れ
ば
、

「
れ
む

・
ら
む
」

は
、

ち
は
や
ぶ
る
か
み
も
し
る
覧
か
す
が
の

・
わ
か
む
ら
さ
き

に

た
れ

か
て
ふ
れ
む

(延
嘉
廿

一
年
京
極
御
息
所
歌
合
)

の
如
き
歌
で
あ

っ
た
ら
し
く
、

「
ら
し
、
な
り
」
は
、

鶯
の
な
く
な
の
ど
か
に
聞
ゆ
な
り

花
の
ね
ぐ
ら
も
う
こ

か
さ
る

ら
し

(寛
和
二
年
、
寛
和
歌
合
)

で
あ
る
。
こ
ゝ
で
吾

々
は
両
例

の
語
が
各
々
同
義
語
と
見
倣
さ
れ
た

と
決
め
る
前

に
、
中
世
歌
人
の
言
語
把
握
の
態
度
及

び
文
語
把
握
の

状
況
を
考
え
、
も
し
可
能

で
あ
れ
ば
、
中
世
人
言
語
意
識

の
型

を
知

る
て
が
か
り
を
得
た
く
思
う
の
で
あ
る
。

==

 

そ
こ
で
ま
ず
歌

合

の
例
を
も

っ
て
考

え

て
み
る
。

方

法
と
し

て

次
の
如
く
展
開
す
る
ゆ
即
ち
、
永
縁
奈
良
房
歌
合

(大
治
二
年
)
に
、



秋
の
月
明
石
の
浦
は
な
び
き
も
に
す
む
わ
れ
か
ら
の
数
も
見

つ
べ

し
の
歌
の
判

に
、
俊
頼
が

こ
れ
も
心
え
ず
。
数
も
見
え
け
り
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
。

見

つ
べ

し
と
は
只
今
ま
で
は
見
え
ぬ
に
や
。
い
つ
見
る
べ
き
に
か
。

お
ぼ

つ
か
な
し
。

(新
校
羣
書
類
従
八
・
五
五
五
頁
以
下
羣
八
　

と
略

記
、
以
下
同
)

と
い
っ
て
い
る
。
見
え
け
り
と
改
め
る
事
自
体
に
語
法
上
の
問

題
は

な
い
が
、
見

つ
べ
し
を

「
只
今
ま
で
は
見
え
ぬ
に
や
」
と
い
う
時

つ

べ
し
の
把
握

の
し
か
た
が
知
ら
れ
、
逆
に
見
え
け
り
を
只

今
ま
で
に

見

た
と
考
え
る
と
す
れ
ば
語
法
意
識

の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

右

の
方
法
に
よ

っ
て
判
詞
か
ら
所
謂
テ
ニ
ヲ
ハ
に
相
当
す

る
部
分

を
集

め
て
、
当
代

の
文
語
法
体
系
を
う
か
ゞ
う
事
も
不
可

能
で
は
な

い
と
思

う
。

①

.日

に
み
が
風

に
き
た
な
び
く
花
よ
り
毛
光
や
増

る

朱

の
玉

が

き
…
光

や
と
い
ふ
や
の
字
や
見
ず
し
て
思
ひ
や
れ
る
心
地

す
ら
む

(別
雷
社
歌
合
、
後
成
判
、
羣
八
　
)

②

こ

ゝ
ろ
あ
れ
や

か
き
な
く
ら
し
そ
は
つ
時
雨
ま
だ
さ
し
は
て
ず

柴

の
か
り
庵
。
…

こ

ゝ
ろ
あ
れ
や
と
お
け
る
や
の
字
こ
そ
ふ
る
く

お
き

な
ら
は
し
た
る
心
に
は
あ
ら
ず
侍
る
め
れ
。

こ
れ
は
時
雨
疹

か
り
て
い

は
む
で
ゝ
う
な
る
べ
し

(注
吉
社
歌
合
、
後

成
判
、
羣

八
　

)

③

山
風
や
霞

ふ
き
な
が
せ
吉
野
川

し
ら
ゆ

ふ
花
の
色
ぞ
く
も
れ
る

…
初
五

「
文
字
」
や
の
字
た
が
ひ
て
き
こ
ゆ
。
や
の
字

を

つ
か
ふ

こ
と
ば

は
大
原
や
を
し
ほ
の
山
、
春
や
と
き
花
や
遅
き
と

此
二
つ

の
詞
に
用
ひ
侍
る
、
吹
き
流
せ
と
い
は
む

上
の

句
に
は
や

「
の
」

字
如
何
。
所
レ謂
不
レ
知
二
歌
趣
一歎

(石
清
水
若
宮
歌
合
定
家
判
、

羣
九
　
)

④

君
が
り
と
浮
ぬ
る
心
迷
ふ
ら
ん
雲
は
い
く
重
ぞ
空
の
通
路
、

…

右
申
云
、
浮
き

ぬ
る
心
や
と
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ
、
(
俊
成
)
判

云
、
左
の
浮
き
ぬ
る
心
は
迷
ふ
ら
し
な
ど

い
ふ
べ
か
り
け
る

を
、

此
歌
に
あ
は
ず
聞
ゆ
べ
き
が
故

に
、
迷
ふ
ら
ん
と
い
へ
る
、
心

や

と
い
は
ず
と
も
か
く
て
あ
り
ぬ
へ
し

(
六
百
番
歌
合
、
岩

波
　

)

⑤

わ
た
つ
海
の
波

の
あ
な
た
に
人
は
す
む

心
あ
ら
な
ん
風

の
通
路

(右
方
申
云
)
下
句
に
の
文
字
も
多
か
り
海
原
や
と
は
な
ど

な
か

り
け
る
に
か
。

(
判
云
)
…
又

「
海
原
の
し
海
原
や
た
ゞ
同

事
な

り
、
誤
り
て
此

の
歌
は
の
に
て
あ
る
べ
し
と
見
え
た
り

(
六
百
番

歌
合
、
岩
波
　

)

右
は
や
に
つ
い
て
の
例
で
あ
り
馬
い
ず
れ
も
後
世
信
奉
さ
れ
た
俊
成

定
家
判
の
歌
合
中
の
も
の
で
あ
る
。
例
③
の
「
や
」
の
二
用
法
は
手
ホ

波
大
概
抄
の
「
屋
字
十
品
」
に
程
遠
い
が
、
両
家
の
判
詞
申
に
は
、
や

に
関
す
る
種
々
の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

「
思
ひ

や
る
」

「時

雨
を
か
る
」

「
ら
ん
に
つ
ゞ
け
る
や
」

「
の
の
や
」
等
、
て
に
は
秘

伝

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
想
像

に
難
く
な
い
。



や
に
関
連
し
た
語
に
か
が
あ
る
。
判
詞
に
は
見
出
し
得

な
か

っ
た

け
れ
ど
も
、

ン
カ

モ
カ
ク
ス
カ

ハ
然
モ
隠
也
。
占
語
也
。
此
カ
ト
イ

フ
字

ハ
物

ヲ
其
鰍
ナ
ド
ト

フ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
哉
ト
イ

フ
詞
ヲ
イ

ピ
サ

シ
タ

ル

也
。
占
語
ノ
躰
也
。

(顕
昭
、
占
今
集
註
、
続
々
群
十
五
16
)

に
よ
る
と
、
か
は

「
問

フ
カ
」
で
あ
り
、
哉
を
も

っ
て
味

歎
を
代
表

し
て
い
る
。

次
に

「
ら
し
」

「
ら
ん
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
前
述
の
例

④

に

「
此
歌

に
あ
は
ず
」
云
々
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
ら
し
」
が

占
語

で
あ
り
、
古
風
の
躰
の
歌

に
ふ
さ
わ
し
い
語
で
あ
る
事
を
さ

す
も
の

で
あ
ろ

う
。

「
ら
し
」
を
占
語
と
す
る
事
公
任
以
来
で
あ

っ
て
、
俊

成
判

の
六
百
番
歌
合
に
も
、

紅

に
関
の
小
川
は
な
り
に
け
り
音
羽
の
山

に
紅

葉

散

る
ら
し
…

…

(判
)
音
羽
の
山
関
の
小
川
ち
し
に
不
及
に
ゃ
。

彼
の
み
む
ろ

の
山

に
紅
葉
散
る
ら
し
な
ど
い
ふ
に
似
ぎ
る
べ
し

(岩
波
　
～
　
)

と
云
い
、
俊
成
ら
が
歌
の
躰
と
用
語
と
の
不
調
和
を
嫌

っ
た
の

は
、

上
下
句

の
か
け
あ
は
ぬ
の
を
嫌

っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

萩
が
枝
を
し
が
ら
む
鹿
も
荒
か
り
し
風
の
ね
た
さ
に
猶

し
か
ず
け

り

顕

昭

左
歌
猶
し
か
ず

け
り
な
ど
い

へ
る
占
風
の
躰
に
や
と
見
ゆ
る

を
、

上
句

よ
り
風
の
ね
た
さ
ま
で
は
近
き
歌

の
体
な
る
こ
そ
布
衣

の
人

の
著
靴
し
た
ら
ん
心
地
し
侍
る
め
れ

(六
百
番
歌
合
岩
波
　

)

'

戸

右

は

一
例

に
す

ぎ
な
い
。
さ
て
、
例
④

の
場
合
ら
し
を
ら
む

に
変

え
た
の
は
歌
躰
に
よ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合

の
ら
し
は
推
定
で
あ

っ
て
、
ら
む
を
ら
し
に
近
い
と
俊
成
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か

し
、
方
人
は
、
ら
む
を
見
て
疑
問
と
見
、

や
字

な

く

て
は
と
難
じ

た
ゆ
即
ち
、
ら
む
が
疑
問
と
し
て
や
と
呼
応
さ
せ
る
表
現

法
が
存
し

た

一
方
、
ら
し
が
ら
む
に
置
換
さ
れ
て
死
語
化
す
る
過
程
を

知
ら
し

め
る
。
や
ゝ
以
前
の
例
と
見
ら
れ
る
拾
遺
抄
注
(
顕
昭
)
所
引
の
例
、

「
ラ
ム
ト
云

フ
詞

ハ
マ
サ
シ
ク
ア
ル
事

ニ
モ
ヨ
ム
ナ
リ
」
(
羣
十
三
　
)

に
お
い
て
、
現
在
推
量
の
ら
む
の
意
義
が
う
す
れ
て
い
た
事
が

考
え

ら
れ
る
か
ら
、
右
の
事
実
は
か
な
り
の
必
然
性
を

も

つ

と
見

ら
れ

る
。次

に
、

「
し
」

「
ぬ
る
」

「
つ
る
」

(す

べ
て
助
動
詞

連
体
形
)

.等

に
つ
い
て
見
る
。

〇

一

知
ら
ぎ
り
し
わ
が
恋
草
や
茂
る
ら
ん
昨

日
は
か
ゝ
る
袖

の
露
か

は

(左
歌
)

今
朝
ま
で
も
か

ゝ
る
思
ひ
は
な
き
も
の
を
あ
は
れ
あ
や
し
き

袖

の
上
か
な

(右
歌
)

右
方
申
云
左
歌
か

ゝ
り
し
と
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ
。

左
方
申

云
、
右
歌
今
朝
ま
で
か

ゝ
り

つ
る
と
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け

れ
。

判
云
、
左
歌
か

ゝ
る
の
難
可
然
か
。
右
歌
か
ゝ
り
つ
る

と
は
い

ふ
べ
か
ら
ず
や
。
か

ゝ
る
思
ひ
は
無
か
り
つ
る
も
の
と
そ
あ

る

べ
き
。

(
六
百
番
歌
合
、
岩
波
　

)



ニ

三

五五六

命

か
は
逢

ム
に
心
や
か

へ
つ
ら
ん
惜
し
か
ら
ぬ
身
ぞ

惜
し
く
な

り
行
く
…
…
惜
し
か
ら
ぬ
身
ぞ
惜

し
く
な
り
行
く
と
い
へ
る
こ

そ

ぬ
る
と
は
侍
ら
ぬ
に
か
。
行
く
に
て
は

一
夜
の
事
と
も
覚

え

侍

ら
ず

(同

岩
波

脚
)

た
え
だ
え
に
し
ぐ
れ
し
山
の
雲
な
れ
ど
そ
れ
も
残
さ
ぬ
四
方
の

紅
葉
ぱ
…
…
家
隆
卿
云

(中
略
)
し
ぐ
れ
し
山

の

上

い

へ
る

紅
葉

の
さ
か
り
に
こ
そ
は
時
雨
も
こ
と
に
侍
ら
め
。
今
は
時
雨

せ

ぬ
や
う
に
や
聞
え
侍
ら
む
。
し
ぐ
る
(
る
)
と
侍
る
べ
き
に
や

(
「蓮
性
陳
状
」
所
引
羣
十

粥
)

桜
ば
な
ち
り
初
め
し
ま
で
み
し
程
し
な
ぬ
か
に
な
り

ぬ
し
が
の

山
越
え
…
…
左

は
み
る
程
に
と
や
い
ふ
ぺ
か
ら
む
。
'し

の
字

に

て
は
少
し
事
た
が

へ
る
に
や

(俊
成
判
民
部
卿
歌
合

羣
九

19
)

あ
か
な
く

に
我
が
し
め
し
野
の
女
郎
花
こ
ゝ
ろ
許
さ
ぬ
人

に
を

ら

る
な
…
…

我
が
し
め
し
野
の
と
あ
る
こ
そ
こ
ゝ
う
え
ね
。
花

罪

家

あ
か
な
く
と
患

は
め
・
何

寛

て
か
は
じ
め
「
け
」

む

。

し

め

つ
る

と

あ

ら

ば

こ
そ

心

に
か

な

は
め

、

言

葉

「
と
」
心

と

ち

が

ひ

て

な

む

覚

ゆ

る
。

(顕

季

判

、

六
条

宰
相

家

歌

合

、

羣

八

弧
)

秋

ふ
か

み
よ

風

は
げ

し

し

む

べ
し

こ
そ

よ

む

の
里

人

衣

う

つ
な

れ
…

・ド・む

へ
し

こ
そ

と

読

る

、
お

も

ふ

べ
し

。
さ

す

が

に
よ

む

や

う
あ

る
詞

也

。
,
此
歌

に

は
か

な

は
ず

や

あ

ら

む

、

せ

め

て

は

衣

う
ち

け

れ
と

や

よ

む

べ
か

ら

ん

と

そ

み

え

は

べ
る

。

今

ま

に
あ

た
り
て
風
も
は
げ
し
、
衣
を
も
打
を
き

ゝ
て
よ
む
な

ら
ば

よ

風
も
寒
く
吹
な

へ
に
こ
ろ
も
打
也
な
ど
よ
ま
れ
侍

る
べ
き
。

、
(東
塔
東
谷
歌
合
、
永
長
二
年
羣
八

2
)

例
一

に
は

「
し
」

「
つ
る
」
の
区
別
が
示

さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ

る
。
今
朝
ま
で
に
対
し

つ
る
と
置
く
の
に
対

し
て
、
昨
、日
に
対

し
し

と
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
し
」
が
過
去
の
事
実
を
さ
し
て
現

在

に

関
し
な
い
例
は
日
五
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
五
の
顕
季

の
判

詞
は

「
し
」
で
は
花
を
見
な
い
事
に
な
り
、

「
つ
る
」
と
あ
る
に

よ

っ
て

経
験
を
示
す
。
例
ニ
は
ぬ
る
と
行
く
の
区
別

で
あ
る
。

「
ぬ

る
」
は

「
一
夜

の
事
」
と
あ
る
事
か
ら
完
了
の
意
に
と
る
の
が
穏
や
か
で
あ

ろ
う
。

又
、
例
六
で
は

「
き

ゝ
て
よ
む
」
意
が
な
い
故
を
も

っ
て

「
け
れ
」

に
正
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

「
き

ゝ
て
よ
む
」
.を

「
な

り
」
で
示

す

の
も
王
朝
期
の
文
語
を
伝
え
て
い
る
と
見

ら
れ
よ
う
。

窟

以
上
は
俊
成
、
定
家
の
判
詞
を
中
心
と
し
、
他

の
歌
人

の
判
詞
の

例

を
加
え
テ

ニ
ハ
に
相
当
す
る
部
分

に
つ
い
て
言
う
所

を

挙

げ
、

そ
れ
ら
の
語
中
に
見
え
る
言
語
把
握
の
概
況

を
調
査
し
た
の
で
あ

る

が
、
と
り
ま
と
め
て
次
の
事
が
考
え
ら
れ
る
。

①

少
く
と
も
中
世
初
期
歌
人

に
あ

っ
て

は
文

語

把

握
が
多
少
の

時
代
の
反
映
は
あ

っ
て
も
、
か
な
り
深
い
所
ま
で
観
察
し
て

い
る

の
で
あ
り
、
大
体
に
お
い
て
、
正
し
い
用

法
を
指
適
し
て
い

る
と



み

ら

れ

る
事

。

、

②

字

と

い

う
名

の

も

と

に

テ

ら

れ

て

お

る

こ
と

。

三

ニ

ハ
が

正

し

く
語

と

し

て
と

り

あ

げ

次

に
註
釈
の
類
を
考
え
て
み
る
。
注
釈
に
お
け
る
対
言
語

態
度
を

こ
の
期

に
求
め
る
時
、
最
も
適
当
な
書

は
、
や
は
り
俊
成
庭

訓
に
よ

る
定
家

の
僻
案
抄
で
あ
ろ
う
か
。

、

(
用

語

)

(訳

)

工

ひ
ぢ
て
ー

ひ
た
し
て

此
の
詞
む
か
し
の
人

こ
の
み

よ
み

け
る
に
ゃ

(羣
十
三
　

)

2
。

見

ら
む

-ー

見

ら

む

と

は
見

る
ら

む

と

い

ふ
同

じ
心

也

。

み

る

ら

む

と

い

は

ば

交
字

多

か

れ
ば

見

射

む

と

よ

め
り

、

こ

と

に
し

た

が

ひ

て

此

の

ご
ろ

も

な

ど

か

よ

き

ぎ

ら

む

(
同
　

a

あ
や
な
し
ー

あ
や
な
し
と
は
た
と

へ
ぜ
か
ひ
な
き
事

を
あ
ぢ

き

な
く

な
ど

い

ふ

や

う

な

る
詞

な

り

(
中

略

)

ふ
る

き

歌

を
多

く

見

て
言

葉

つ
か

へ
る

や

う

は

心

う

べ

し

(
同
　

)

4

た

れ

し

か

も
ー

-誰

か

・
誰

か

も

↓
誰

し
か

も

。

文

字

少

な

け

れ

ば
加

ふ

(
中

照

)

占

き

歌

に

は
か

く

い
た

づ

ら

な

る
文

字

を
そ

ふ

る

な
り

(
同
　

)

翫

あ
や
め
ーー

昔

の
人
中
頃
ま
で
は
つ
ね

に
か
や
う
に
い
ふ
詞
な

ど

は

、

み

な

あ

ま

ね

く

し

り

た

る

を
近

き

世

よ

り

か
く
や
す
き
事
を
も
な
ら
婁

あ
た
ら
し
,、
万

の
こ

と

を

つ
く

り
出

す

な

り

(
同
　

)

、

⑥

せ
め
き
け
む
ー

せ
め
く

(毛
詩
)
。
此
の
詞

つ
ね
に
人

の
い

ひ

な

ら

へ
る
事

な

ら

ね
ば

責

来

(
け
む
)

に

て

あ

り

な

む

(
同
　

)

、

右

の
例

か

ら

、
①

上

の
語

(
何

れ
も

古

今

集

)

が

古

語

化

し

て

い

る
例

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

②

こ

れ
ら

の
占

語

が

歌

体

に

よ

つ
て

は
今

後

も

使

用

さ

る

べ

き

も

の

で

あ

る
。

公

任

も

「
か

も

、

ら

し

な
ど

は

つ
ね

に

よ

む

ま

じ
」

と

い

っ
た

が
常

に
は

の
意

で

あ

る

。

(
先

の
俊

成

の

「
ら

し
」

こ

ゝ
の
例

2
参

照

)

③

こ

れ
ら

の

語

の
熟

達

は
時

に
古

歌

の
例

を
多

く

見

る

こ

と

に
よ

っ
て
得

ら

れ

、

④

古

語

の
把

握

が
常

用

語

に
よ

っ
て
最

も
簡

単

に
置

換

さ

れ

る

事

を

知

る
。

従

っ
て

当
時

代

に
な

い
語

は

類

似

語

を

も

っ
て
代

用

し
、

そ

の
間

隙

は
休

め
字

、
相

通

、
広

略

、
助

ヶ
詞

で

説

明

さ

れ

る

(例

4

。
6

)

僻

案

抄

の
註

釈

を

教

長

註

の
古

今

集

や

顕
註

の
そ

れ

と

比

較

す

る

と

、

し

て

し

が

な
↓

せ

ぼ

や

(
僻

案

抄

×
搬
)
ミ

テ

シ
ガ

ナ
↓

ミ

バ

ヤ
(
顕

註

)
(
401
)

テ

シ
ガ

ー
Ψ
バ

ヤ

(
教

長

註

)
(
31

・
聡

)

有

な

め
ど

↓

あ

ら
む

ず

ら

め
ど

(
僻

案

抄

×
=
)

↓

ア

ラ

ム
ズ

ラ

メ
ド

(
顕

註
)
（
16

)

↓

ア
ラ

ン
ズ

ラ

メ
ド

モ

(
教

長

註

)
(

28
)



の
如
く
、
異
説
の
な
い
場
合
テ
ニ
ハ
に
関
す
る
部
分
の
訳
が

一
致
す

る
の
は
、
相
互
の
影
響
関
係
以
上
に
常
用
語

で
訳
し
た
と
い
う
点

が

ノ

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
事
は
註
釈
に
よ

っ
て
常
用
語
の

(註
四
)

状
態
が
あ
る
程
度
ま
で
知
ら
れ
る
事
を
考
え
さ
せ
る
。

し
か
し
、
同
じ
歌
学
書
中
の
註
釈

に
お
い
て
も
、
清

輔
の
初
学
抄

に
あ
る
由
緒
詞
の
例
は
、

一
語

一
義
で
あ
り
、
個
々
の
歌

の
註

釈
と

ち
が

っ
て
総
括
的
な
訳
語
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
か
っ
て
時

枝
誠
記

博
士
が
ふ
れ
ら
れ
た
よ
う
に
古
語
を
漢
字
の
表
意
性

に
頼

っ
て
訳
す

る
例
が
多
く
、
従

っ
て
テ
ニ
ハ
の
類
は
無
視
さ
れ
が
ち
と
な
る
故
に

語
法
的

な
正
確
さ
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
傾
向
は

一
般

の
歌
書

「

に
も
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
両
者
の
差
は
程
度
の
問
題

に
過
ぎ
な

い
。

故

に
相
通
な
ど
に
よ
っ
て
割
り
出
さ
れ
た
二
つ
の
語
が
同
じ

で
あ
っ

て
同
じ
で
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
ら
わ
れ
る
。

一
例
と
し
て

「=

み
」
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
中

世
に
わ
た
る
例

は
次

の
如
く
で
あ
る
。

綺
語
抄

(伸
実
)
入
詞
部

べ
み

べ
し
と
い
ふ
事
な
り

(続

羣

十
七

98
)

和
歌
初
学
抄

(清
輔
)
由
緒
詞

べ
ら
可
之

べ
み
同

(歌

学
大

系
二

謝
)

袖
中
抄

(顕
昭
)
巻
十
三

べ
み

!

べ
し
と
い
ふ
詞

(歌

学
文

庫
壱

蜘
)

和
歌
色
葉

(上
覚
)
上
、通
用
名
言

山
た
か
み

谷
ふ
か
み
、
此

み
は
し
と
い
ふ
詞
也
。
み
と
し
と
は

同
じ
ひ
ゞ
き
也
。

(歌
学
大
系
三

珊
)

八
雲
御
抄

(順
徳
院
)
言
語
部
世
俗
言

べ
ら
可
べ
み
同

(久
曽

神
氏
校
本

塒
)

後
撰
集
正
義

べ
み
と
は
べ
し
と
い
ふ
詞
也

(続
羣

十
六

晦
)

古
今
集
註
毘
沙
門
堂
本
タ
カ
ミ
ト

ハ
タ
カ

シ
ト
云
也
、

シ
ト
ミ
ト

同

ヒ
・
キ
ノ
字
也

(未
刊
古
文
古
註
釈
大
系
四

48
)

α

ヌ
キ
ウ
ス
ミ
↓
ヌ
キ
ウ
ス
ク

シ
テ

(
同
34
)

和
歌
大
綱

た
と
へ
ば
谷
ふ
か
き
と
あ
ら
ん
に

こ
は
く

聞
え
ば

・
た
に
ふ
か
み
と
た
す
く
べ
し
、
指
合

ふ
事
あ
ら
ば
谷

ふ

か
き
と
も
あ
る
べ
し
、

(歌
学
大
系
四
　

)

鳥
丸
本
悦
目
抄

谷
ふ
か
き
と
あ
ら
ん
は

こ
は
く
も
聞

え
と
な
り

も
さ
し
あ
ふ
べ
く
は
谷
ふ
か
み
と
か
ゆ

へ
し
み
と

き
と

は
同
じ
ひ
ゴ
き
也

(十
八
ウ
、
国
語

学
大
系
十
四
巻
)

片
端

(専
順
)

寒
く
、
寒
き
、
遠
く
と
を
き
と
い
へ
ば

い
つ
れ

も
心
に
あ
は
ぬ
時
み
と
は

置
く

べ
き
な
り

(岩
波
文
庫

連
歌
論
集
上
　

)

春
樹
顕
秘
抄
十
八
、
た
す
け
字

の
事
・
谷

ふ
か
き
と
い
へ
は

能
も

き
こ
・瓦
侍
ら
ね
ば
谷
ぶ
か
み
と
か
ゆ
る
也
。
き

と
み
は

同
じ
ひ
ゞ
き
也

(国
語
学
大
系
十
四
巻
)

前
半
期
に
お
い
て
べ
み
が

べ
し
と
置
か
れ
て
い
る
の
を
べ
み

"
べ

し
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
事
、
後
半
に
お
い
て
ふ

か
み
対

ふ
か



し
の
関
係
に
似
て
い
る
。
即
ち
、

「
能
き
こ
え

ぬ
」

「
心

に

あ

は

ぬ
」

「
こ
は
く
」

「
指
台
ふ
」
の
用
語
は

一
見
歌
体

に
関
係

し
池
表

現
面

の
上
で
の
発
言
で
あ
る
如
く
思
わ
れ
る
が
、
問

題
は
さ
ほ
ど
簡

単
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

、
成

立
年
代
未
詳

の
愚
秘
抄
(
鎌
倉
末
か
ら
室
町
中
期
の
間
の
成
立
)

(註
五
)

に

は

、又

撰

者

の
歌

を

入

る

ゝ
事

書

に

は
、

い

つ

れ

の
時

よ

み
侍

り

し

と

書

べ

し
、

し

の
字

か

な

ら
ず

お

く

べ

し
、

さ

ら

ぬ
人

の

歌

の

事
書

に

は
よ

み

侍

り

け

る

な
ど

か

く

べ
し

、

是

一
ふ

し

あ

る
故

実

な

り

、
・若

人

に
し

ら

れ

ぬ
私

集

な

ど

を
撰

み
置

て

侍

ら

む

を

ば

、

後

に
人

の

み

て
此

集

の
撰

者

は
、

此

作

者

に
て

あ

り

け

る

と

み

ら

る

ゝ
も
此

し

の
字

の
か

は
り

め

な

る

べ

し

(
羣

,十

三

就
)

と

い

う

一
節

が

あ

り

、

「
し
」

「
け

る
」

の
用

法

上

の

区
別

が
見

ら

れ

み
。

詞

書

の
終

り

に
、

右
例

の
如

く

「
し
」

を
用

い

る

の

は
勅

撰

集

に

は
稀

で

あ
り

、

撰

者

の
作

に

て

も

「
け

る
」

「
る
」
「
侍

る

」

で

結

ぶ

の
が

普

通

で

あ

っ
た

の
を

、

本
書

の
記

述

者

は
、

体

験

的

と
非

体

験

的

と

に
分

っ
て

、

敢

て
故

実

と

云

っ
た

。

こ

の

二
分

は

「
き

」

「
け

り
」

の

あ

る
面

を

と

ら

え

て

い
る

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

よ

う
な

説

が

意

識

的

に
表

わ

れ

て
く

る

の

は

、

そ

れ

を
要

請

す

べ
き
言

語

的

背

景

が

必

ず

や
存

し

た

も

の
と

思
わ

れ

る
。

こ

の

「
し
」

は

「
過

去

の

し
」

に

「
け

る
」

は

「
治

定
」

更

に

は

「
現

在

の
詞

」

と

し

て
扱

わ

れ

る
。

し
か

し

て
室

町
期

に
お

い
て
共

に
口
語

か

ら

遠

ぎ

か

っ
た

で

あ

ろ

う
事

は
先

学

の
説

く

所

で

あ

る

。

「
し
」

「
け

る

」

の

説

は

叉
相
通
と
本
韻
に
関
す
る
説

に
も
共
通
点

を
有
し
て
い
る
。

時
枝
誠
記
博
士
の
国
語
学
史

(六
〇
頁
)
に
よ
る
と
、.「
む
ば
た
ま
」

「
ぬ
ば
た
ま
」
に
関
し
て
、歌
学
上
重
視
さ
れ
た
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
に

つ
い
て
博
士
は
彼
ら

が

「む
ぬ
の
別
を
髪

と
夜
と
の
二
の
語
の
意
味

に
聯
関
さ
せ
て
考

へ
た
」
旨
述
べ
ら
れ
、
「
こ
れ
は
語
と
そ
れ
の
記
載

の
間

に
は
意
味
的
な
聯

繋
が
あ
る
と
い
ふ
考
方
に
よ
る
の
で
あ
る
」

と
さ
れ
た
。

類
似

の
場
合
と
し
て
、
袋
草
子
所
引

の
後
拾
遺
問
答
に

経
信

い
き
か

へ
り

(蘇
生
)

ゆ
き
か

へ
り

(往
還
)

通
俊

い
き
か

へ
り

(往
還
)

(歌
学
大
系
二

描
)

と
云
う
の
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
ヌ
バ
タ

マ
に
関
し
て
想
起
さ
れ

る
の
は
仙

覚
抄
で
、
時
枝

博
士
の
御
研
究
が
あ
る
。
仙
覚
は

ウ

・
ヌ

・
ム
を
相
通
と
し
な
が
ら

「
ウ
技
」
を
本
源
的
な
形
と
し
た
。

悉

曇

学

の
応

用
で
あ
る

事
な

周
知
の
事
実
で
、先
験
的
言
語
の
意
識
は
と
に
か
く
、音
義

的
な
語
の

分
解

・
註
釈

・
理
解
に
見
ら
れ
る
如
く
、.音
形
式
を
異

に
す
る

同
義

語
類
義
語
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
区
別
し

ょ
う
と
す
る
意
識
も
存
し

た
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
同
じ
事
と
註

さ
れ
る
の
に
も
種
々
の
場

合
が
あ
り
、
八
雲
御
抄
の
ら
し

・
な
り
は
意
識
的
に
は
同

じ
と
さ
れ

て
、語
法
体
系
に
て
は
差
が
あ
っ
た
も
の
ゝ
如
く
、
一
方
ウ

バ
タ

マ
の

例
は
そ
の
逆
で
、往
(
い
き
・
ゆ
き
)
も
同
様
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
語
法

意
識
と
語
法
体
系
と
に
は
ず

れ
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



夷

四

前
述
の
如
く
語
法
に
関
す
る
記
述
が
、
把
握
さ
れ
た
語
法

体
系
と

必
ず

し
も

一
致

し
な
い
と
す
れ
ば
、
当
然
文
語
修
得
の
方
法
が

聞
題

に
な
る
。

手
爾
葉
大
概
抄
に

学

フ
者

ハ
先
達
ノ
秀
歌
ヲ
以
テ
敢
テ
自
得

ス
ル
ニ
勝

ヘ
ズ

(
註
七
)

併

シ
テ
達
人
之

ヲ
善
ク
ス
ル
ハ
鬼
神

モ
之
二
感

ジ
葉
涙
之

二
出

ス

或

は
宗
劒

・
瑚
塵
抄

に

大
か
た
て
に
を
は
の
事
は
調
子
に
た
と

へ
侍
な
り
。
人

の
を
し

・

へ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
、
我
と
吟
じ
合
て
可
然
事
也
。
但

な
ら
ひ

て
知
る
て
に
を
け
も
候
也

(岩
波
文
庫
・連
歌
論
集
上
　
)

て
に
は
の
内
容
は
時
代

・
論
者
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
右
例
は

て
に

は
修
得
の
困
難
性
を
い
い
、
て
に
は
は
体
得
す
べ
き
も
の
で
伝

受
を

も
要

す
る
と
い
う
。
更

に
て
に
は
の
修
辞
的
内

容

も

加

っ
て
、
完

朝

,
『o

」

o

全

に
て
に
は
を
修
得
し
た
人
が
よ
く
歌
え
ば
鬼
神
も
感
じ
さ
せ
る
と

す
る
。
前
述
判
詞
例
④
不
レ
知
二
歌
趣
一鰍
も
同
じ
考
え
に
出
る
も

の

と
思

う
。

具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
こ
そ
の
結
び
の
問
題
が

興
味
深

い
。
先
ず
大
概
抄
に

古
曽
者
兄
計
世
夫
禰
之
通
音
志
志
加
之
手
爾
葉
・尤
之
詞

受
レ
下

留

之

。

と

あ

り

、
宗

祇

の
抄

之

抄

に

は
、

一
、

し

し
か

の

て

に

は
と

は
、

こ
そ

う

れ
し

、

こ

そ

あ

り

し
、

こ

そ

思
初

し
か

我

こ

そ
下

に
思

ひ

し
か

(17
)

ウ

と

註

し
て

い

る
。

古
例

に
徴

す

る
と

、

古

今

拗

あ
き

こ
そ

か

な

し

(
清

輔

本

・
崇

徳

院

御

本
)

(顕

、

註

古

今

集

、

巻

十

三
、

続

々
羣
　

に

も
そ

の
由

見

ゆ

)

が

あ

り

、

「
し
」

を

回

想

の

「
し
」

と

す

れ
ば

後

撰

姻

も

み
ち

ば

は

を

し

き
錦

と

み

し
か

ど

も
時

雨

と

共

に

/

ふ
り

て

こ

そ

こ

し
、

(
浄

弁

本

、
閏

戸

本

は

「
ふ
り

て

ゝ
そ

こ

し
」

)

拾

遺

72

木

た

か

き

か

げ

と

あ

ふ
か

れ
む

も

の
と

こ

そ

み

し

5
(長
歌
)

(詞
の
玉
緒
、
巻
五
参
照
)

な
ど
あ
っ
て
、
か
な
り
古

い
時
代
か
む
変
格

の
例

を
も

っ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
宗
砥
が
抄
を
書

い
た
頃
、

一
条
兼
良
が

限

り
な
き
よ
は
ひ
あ
り
と
も
君
を
こ
そ
知

る
人
に
せ
む

庭

の
た

ま
松

に
つ
い
て
、

知
る
人
に
せ
め
と
あ
る
べ
き
に
や

(羣
九
　

)

(文
明

九
年

七
月

七
日
歌
合
)

と
い
つ
た
が
こ
れ
は
秘
伝

に
い
う

「
第
四

の
留
り
」

に
関
す
る
。

彼



以
前

に

「
こ
そ
」
の
係

結

に
つ
い
て
変

格

の
例

な
ど
は
見
え
て
も

判
を
加
え
た
例
は
管
見

に
入
ら
ず
、む
し
ろ
、
問
題

に
さ
れ
な
か
つ
た

(
の
み
な
ら
ず
判
詞
自
体

に
誤
用
が
あ
る
)
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
ゝ
に

取
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
兼
良
の
修
得

し
た
交
語
体

系
に
反
す
る
も
の

と
し
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従

っ
て
手
爾
葉
秘
伝
の
類
が
意

識

的

に
文
語

に
作
用
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
秘

伝

の
類
が
古
来
の
歌
例
、
及
び
定
家
な
ど
を
中
心
と
す
る
判

詞

。
註

釈

の
類
を
資
料

に
す
る
事
か
ら
、
秘
伝
が
誤
用
の
可
能

性
の
ヒ
に
立

つ
点

に
お
い
て
、
国
語
史
上
の
語
法
変
遷
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考

え

ら
れ
る
。
誤
用
と
は
い
っ
て
も
、和
歌
実
作
上
の
修
辞
的
な
内
容
が
秘

伝
中

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
想
起
さ
れ

る
の
は
、
秘
伝
の
記
述
と
実
際
に
体
得
さ
れ
た
文
語
と
の
間

に
も
ず

れ
が
あ
り
、
双
方
が
互
に
影
響

し
あ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い

う
事

で
あ
る
。
次

の
例
、

イ

山
ふ
か
み
さ
し
も
い
そ
ぎ
し
夕
ぐ
れ
を
こ
の
頃
し
ら

ぬ
花
の

か
げ
か
な

(判
云
)
夕
ぐ
れ
を
い
そ
ぐ
心
も
、
何

故
と

お
も
ひ
が
た
し
云
々

(
一
条
兼
良
判
、
按
察
使
親
長
卿

家
歌

合
、
文
明
五
任
、)

(葉
九
　

)

ロ

ふ
か
く
我
が

心
に
そ
め
し
も
み
ち
葉
を
時
雨
の
み
と
は
何
お

'

も
ひ
け
む

右
方
申
云
…
染
め
し
の
過
去
の
請
聯

思
ひ
た

「
き
な
り
」
、

(判
云
)
そ
め
し
の
過
去
の
詞
、
誠

に
左
の

●

、

難

に
お
ち
侍
る
べ
し
、
叉
露
霜
な
ど

は

し
ぐ
れ
に
あ
い
そ
ふ

事
は
侍
る
べ
し
、
心
の
染
ま
る
ば
か
り
に
て
、
紅
葉
の
色

の

ま
さ
る
べ
き
も
い
か
ゞ
、

(羣
　
)

(文

明
十
年

八
月
二
日
歌
合
、
兼
良
判
)

「
山
ふ
か
み
」
が
理
由
を
表
わ
す
と
見
れ
ば
兼
良
の
難
は
あ
だ

ら
な

い
。
作
者
が
ど
う
い
う
意
識
で
も

っ
て
詠
ん
だ
が
不
明
な
が
ら

も
、

前
述
の
如
く
、
深
み
↓
深
し

(き
)
で
は
解

せ
ら
れ
ぬ
所
に
奇

妙
な

問
.題
を
惹
起
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ロ
、
例

の
よ
う
に
し
を
過
去
と
い
う
事
姉

ケ
小
路
系
秘
伝
に
見
え

る
例
が
古
い
で
あ
ろ
う
。
応
安
新
式
に
例
が

(羣
十
三
　

)
あ
る
が
、

古
今
秘
註
抄

(鎌
倉
宋
ま
で
の
成
立
、
未
刊
国
文
古
註
秋
大
系

四
所

収
)

に
も
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
あ
る
か
ら
更

に
遡
る
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
は
し
が
形
容
詞
語
尾
し
・
べ
し
の
し
な
ど
、
区

別
す
る

必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
仏
説
の
過
現
来

を
受
け
た
も
の

で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
し
皆
過
去
と
お
く
と
回
想

の
し
は

一
律
に
過
去
と
な

り
、
必
ず

し
も
合
致

し
な
い
の
も
含
む
よ

う
に
な
る
。
俊
成
ら

の
判

詞
、
愚
秘
抄
の
し
等
個
人
差
が
な
い
と
は
云
え
ぬ
が
、
他
の
語
と
比

較
し
て
説
く
時
お
お
む
ね
正
当
な
見
解
に
達

し
て
い
る
。ゝ
と
も

あ
れ

し
が
中
世
人
の
目
か
ら
見
て
過
去
ら
し
き
も
の
に
移
行
し
つ
ゝ
あ

っ

た
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち

ょ
う
ど

ぬ

(完
了
)
が

(
註
八
)

辿

っ
た
道
と
似
て
い
る



五

資

料

が

少

い

の

で
や

ゝ
独

断

に
傾

く

か

も

し
れ

な

い
が

、

秘

伝

の

類

と

文

語

(
こ

ゝ
で

は
歌

の
場

合

の

み

を
考

え

た
)

と

は

意
識

的

と

無

意

識

的

と

の
租

互

関

係

に
あ

り

、

そ

の
様

態

は

中
世

初

期

の
語

法

意

識

と

語

法

体

系

と

の
間

の
ず

れ

に
も

と
ず

く

も

の
と

思

わ

れ

る
。

然

し

て
そ

の
ず

れ

は

「
ト

ラ

ホ
ー

目

」
式

の
対
言

語

態

度

に

依

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

註

一

こ

ゝ
で
同
義

と
い
う

の
は
後
述
す
る
よ
う

に
問

題
で
あ
る
。
詞

の
病

の

問
題
は
先
学

の
説

く
所

で
あ
る
し
関
係
が
な

い
と
思

う
の
で
省
略

し
た
。

同
義

別
音
の
例

で
も
公
任

か
ら
奥
義
抄

の
間

に
も
和
歌
童
蒙
抄
、
俊
頼

口

伝
な
ど
説

く
所

が
あ
る
。

註

二

「
や
」
の
用
法
を
問
わ
れ
た
ら
、
定
家

は
③

の
如
く
答

え
た

か
も
し
れ

な
い
。
又
、

や
と

ら
ん

の
意
識
的
な
結
び

つ
き

の
徴
候
が

あ
り
、
そ
の
場

合

や
の
疑
間

は
軽

か

っ
た
も

の
ゝ
よ
う
で
あ
る
。

な
お
引
用

は
紙
面

の
都

合

上
関

係
の
部
分

の
み
を
抄
記

し
た
。

註
三

参

考
例
を
あ
げ

て
お
く
、
俊
頼

口
伝

に
云
、
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
と
云

こ

と
ば

つ
ね
も
人
の
い
ひ
な
ら
は
し
た
る
こ
と
ば
な
り
、
よ

し
あ
し
も
し
ら

ず

と

い
ふ
こ
と
ば

な
れ
ば

云
々

(続

々
羣

十

二
　
)

僻
案

抄
云
、
よ
る

べ
な
み
ー
よ
る

べ
と
は
た
と

へ
ば
立
ち
よ
り
た
の
む
縁

な
ど
有

る
あ
た
り

を
云
ふ
な
り
、
無

縁

に

さ

し

は

「
な
」

れ

た

る

を

よ

る

べ

と

(
は
)

い
ふ
な
り
、
此
事

た
ゞ
よ
る

べ
と

い
ふ
詞

に
て
歌

に

も
よ

み
詞

に
も

か
け
ば
昔

の
人
は
う

た
が

ふ
こ
と

も
な
く

い
ひ
伝

へ
た
る

を
、
ち
か
き
世

に
、
も
の

ゝ
よ
し
を

し
ら
ず
、
古
き
事
を
見
さ
と
ら
ぬ
も

暫
の
、
源
氏
物
語

に
、
賀
茂

祭
よ
る

べ
の
水

と
よ

み
た
る
は
、
社
頭

に
神
水

と
て
瓶

に
入

れ
た
る
水

な
り
な
ど
、

(
思
)
自
由

に
い
ひ
出

で
た
る
は
い

ふ
か
ひ
な
き
事
な
り
、
お
な
じ
物
語

の
か
た
は
ら
の
巻

々
を
だ

に
見
ざ
り

け
る
い
ふ
か
ひ
な
き
事

な
り

(
羣
十
三
　

)

註
四

対

訳
例

に
乏

し
い
か
ら
容
易

に
結
論

は
だ
せ
な

い
。
教

長
註
か
ら
古
典

全
集
本

に
よ

っ
て
例

を
ひ
ろ
う

と
、
た
と
え
ば
、
助
詞

な
む

は
大
体
次

の

よ
う

に
な
る

(数

字
は
頁
数

)

イ

マ
モ
ナ
カ
ナ

ン
↓

ウ

チ

ハ
エ
テ
ナ
ケ
　

イ
タ
ク

フ
ラ
ナ

ン
↓

イ
タ
ク

フ
レ
47

ツ
ギ
テ

フ
ラ
ナ

ン
↓

ツ
ギ

テ
フ
レ
　

マ
ド

ハ
ナ

ン
↓

フ
ミ
タ
ガ

ヘ
テ
キ
タ
ラ

ム
ヲ
82

(
完
全

な
対

訳
で
は
な

い
)

ナ
リ
ナ
ナ

ム
・↓
ナ
リ
ネ
91

い
わ
ば

下
知

(
命
令
)
の
な
ん
で
あ
る
。
又
、
比
較
す
る
時
異
説

が
あ
る

所
は
問
題

に
な
ら

ぬ
。
た
と
え
ば
今

シ

バ
↓
今

シ
バ
シ
、

(顕
昭

)
今

し

は
↓
今
は

(
定
家
)
な
ど
。

教
長
註
古
今
集

に
関

し

て
吉
沢
義
則
博
士

は
次
の
よ

う
に
述

べ
て
お

い
で
に
な
る
。

(
「
国
語

国
文

の
研
究

」
所
収

「藤
原
教
長
著
古
今
集
註
」

一
〇

八
頁

)

「
然
し
、

(教

長
註
は
)
当
時

如
何

な
る
言
葉
が
無

く
な

っ
て
ゐ
た
か
、
意
義
が
如
何

に
変
化
し
て
ゐ
た

か
を
知
る

の
に
は
無

上
の
材
料

で
あ
る
。
王
朝

の
物
語

類
か
ら
生
死
語
を

識
別
す
る

の
は
容
易

の
業

で
は
な
い
。
殊

に
今

日
の
如

く
鐙
本

の
得

ら
れ



ぬ
時
代
で
は
益

々
困
難
な
事

で
あ
る
。

で
、
此

の
方
面

の
研

究

に
は
歌
学

書
と
註

釈
書
と
が
最

も
都
合

の
よ
い
材
料

で
あ
る
」

こ
ゝ
に
併

せ
記

し
て

賛

意
と
敬
意
と
を
表
す
る
。

註
五

愚

秘
抄

に
つ
い
て
は
新
板
璽
書
類
従
十

三
巻
解
題

(
福
井
久

蔵
博
士
)
。

佐

々
木
信

綱
博
士

日
本
歌
学
大
系

四
巻

解
題
を
参
照
。

註
六

古
典
註

釈

に
現

は
れ
た
語
学
的
方
法

(
日
本
文
化
叢
考
所
収
)

註
七

「
座
句

ノ
テ

ニ
ハ
ニ
テ
連
続

タ

ル
、

留

メ
」
を
さ
す
。
大

概
抄
は
す

べ

て
書
下
し

に
し
た
。

註
八

顕
昭
、
拾
遺
抄
註

に

「
ア
リ

ニ
シ
物

ヲ
ト

ハ
ア
リ

シ
モ
ノ
ト
云

フ
詞

二

二
文
字

ヲ
ク

ハ
ヘ
タ

ル
ナ
リ
」

(羣
十

三
　
)

と

あ

る
事
は
、
や
は
り

「
に
一
が

死
語
化

す
る
傾
向
を
も
ち

は
じ
め

た
例
と
思
わ
れ
る
。
当
代

に

正
し

い
用

法
は
勿

論
あ
る
が
、
歌

に
お
い
て
も

「
つ
」
と

の
混
用
が
み
ら

れ
る
事
教
長
註

の
訳
例

に
も
、
そ

の
傾
向
が

み
ら
れ
る
事

か
ら

「
に
」
の

死
語
化

の
傾
向

を
推

せ
ら
れ
る
。

こ
の

「
ぬ
」
は
歌
論

に
劇

圃
ん

測
と
し

て
扱

わ
れ
、
不

の
ぬ
と
区
別

せ
ら
れ

た
。

後
記
、
本
稿
成

る

に
あ
た
り
、
終
始
御
指

導
下
さ

っ
た
福
田
良
輔
先
生
、
数

々

の
御
教
示
を

い
た
ゞ
い
た
春
日
和
男
先
生

に
厚

く
感
謝
申

し
上
げ
ま
づ
。

ま

た
本
学

の
鶴
久
、
森
山
隆
両
先
輩
の
御
厚

意
を
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

執

筆

者

紹

介

福

田

良

輔

大

内

初

夫

白

石

悌

三

遠

藤

康

子

佐

田
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