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和
歌 

（
短
歌
） 

の
表
現
技
法 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
の
２
句
単
位
を
支
え
た
枕
詞
・
序
詞 

（
古
典
和
歌
研
究
者
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は
じ
め
に 

㈠ 
 

和
歌
か
ら
短
歌
へ 

谷
山
茂
氏
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
実
態
と
し
て
の
短
歌
の
歌
体
は
、
「
短
歌

(

５
・
７
・
５
・
７
・
７
・)

を
中
心
に
、
長
歌
（
５
・
７
…
５
・
７
・
７
）
、
旋
頭
歌
（
５
・

７
・
７
・
５
・
７
・
７
）
、
片
歌
（
５
・
７
・
７
）
、
そ
の
他
（
５
・
７
・
５
・
７
・
７
・
７
仏
足

石
歌
）
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。
（
中
略
）
短
歌
と
い
う
名
称
が
和
歌
に
取
っ
て

代
わ
る
の
は
、
明
治
の
和
歌
革
新
運
動
以
後
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
和
歌
と

い
う
こ
と
ば
は
古
典
和
歌
に
の
み
通
用
し
、
近
現
代
の
和
歌
は
短
歌
と
よ
ば

れ
る
。
」
（
注
１
）
と
あ
る
。 

㈡ 
 

２
句
単
位
か
ら
句
単
位
へ 

和
歌
に
お
け
る
歌
体
の
変
遷
や
歌
風
の
展
開
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
「
５
・
７

音
の
繰
り
返
し
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
衝
動
」
が
通
底
し
て
い
て
、
こ
れ
が

一
つ
に
は
長
歌
形
式
か
ら
短
歌
形
式
へ
の
流
れ
を
、
二
つ
に
は
短
歌
形
式
の
和

歌
に
お
け
る
２
句
単
位
（
二
句
切
れ
、
四
句
切
れ
）
か
ら
句
単
位
（
初
句
切
れ
、

三
句
切
れ
）
へ
の
流
れ
を
形
成
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

 ㈢ 
 

表
現
技
法
と
し
て
の
枕
詞
・
序
詞 

① 

枕
詞
（
ま
く
ら
こ
と
ば
）
は
、
ふ
つ
う 

「
五
音
か
ら
な
る
。
あ
る
語
句
の
直
前
に
置
い
て
、
声
調
を
整
え
た
り
、
印
象

を
強
め
た
り
、
そ
の
語
句
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
り
す
る
技
法
。
特

定
の
語
句
に
特
定
の
枕
詞
が
か
か
る
と
い
う
固
定
性
が
強
い
」
（
注
２
）
、
と
さ

れ
る
。
か
か
り
方
は
、
同
音
繰
り
返
し
の
よ
う
に
語
音
に
よ
る
も
の
、
同
音
異

義
の
よ
う
に
語
音
・
語
義
双
方
に
ま
た
が
る
も
の
、
比
喩
の
よ
う
に
語
義
に
よ

る
も
の
、
の
３
種
類
が
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
語
音
に
よ
る
も
の
は
文
字
が
な
か

っ
た
古
代
歌
謡
時
代
の
痕
跡
を
、
語
義
に
よ
る
も
の
は
漢
字
や
万
葉
仮
名
な

ど
文
字
を
受
容
し
た
以
後
の
時
代
の
技
法
上
の
発
展
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
保
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

② 
序
詞
（
じ
ょ
こ
と
ば
）
は
、 

「
あ
る
語
句
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
技
法
。
七
音
以
上
の
長
さ
で
、

作
者
の
独
創
に
よ
る
詞
句
で
あ
る
点
が
枕
詞
と
は
異
な
る
」
（
注
２
）
。
そ
の
働

き
は
、
枕
詞
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
枕
詞
を
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
序
詞
も
少
な
く
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な
い
。
序
詞
が
起
こ
す
詞
句
に
つ
い
て
も
、
語
音
に
よ
る
も
の
、
語
音
・
語
義
双

方
に
ま
た
が
る
も
の
、
語
義
に
よ
る
も
の
の
３
種
類
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

㈣ 

枕
詞
・
序
詞
と
句
切
れ
と
の
関
係 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
を
「
句
の
切
れ
続
き
の
集
合
」
と
し
て
認
識
す
る
と
、

句
の
切
れ
（
切
れ
目
）
は
句
切
れ
と
い
う
表
現
技
法
が
担
い
、
句
の
続
き
（
つ
な

ぎ
目
）
の
一
端
は
枕
詞
と
い
う
表
現
技
法
が
担
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
両
者
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
か
。
ま
た
、
修
辞
と
し
て

の
働
き
や
性
格
に
違
い
が
な
い
と
さ
れ
る
序
詞
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
論
文

で
は
、
「
枕
詞
・
序
詞
」
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
「
句
切
れ
」
と
の
関
係
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。 

(

句
切
れ
の
定
義) 

複
数
の
文
か
ら
な
る
短
歌
で
、
結
句
（
第
五
句
）
以
外
の
何
句
目
で
文
が

終
わ
っ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
。
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
、
初
句
切
れ
・
二
句
切

れ
・
三
句
切
れ
・
四
句
切
れ
と
い
う
。
『
万
葉
集
』
の
時
代
は
二
句
切
れ
・
四
句

切
れ
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
は
三
句
切
れ
が
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の

時
代
は
初
句
切
れ
・
三
句
切
れ
が
比
較
的
多
い
。
（
注
２
） 

 一 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
見
ら
れ
る
枕
詞
・
序
詞 

㈠ 

枕
詞
の
類
歌 

分
類
上
の
整
理
と
も
言
え
る
が
、
和
歌
（
短
歌
）
の
五
音
の
句
は
、
初
句
及

び
第
三
句
に
限
ら
れ
る
。
「
は
じ
め
に
」
の
㈢
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
特
定
の
語

句
に
特
定
の
枕
詞
が
か
か
る
と
い
う
固
定
性
」
に
鑑
み
る
と
、
枕
詞
に
は
、
ま

だ
文
字
が
な
か
っ
た
古
代
歌
謡
の
時
代
（
も
し
く
は
口
誦
・
唱
和
の
時
代
）
に
、

「
特
定
の
枕
詞
」
を
謡
い
始
め
る
こ
と
で
、
次
に
続
く
歌
詞
の
内
容
を
予
知
さ

せ
る
働
き
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
し
ひ
き
の 

や
ま
の
し
づ
く
に 

い
も
ま
つ
と 

わ
れ
た
ち
ぬ
れ
ぬ 

や
ま
の

し
づ
く
に
（
巻
二
・
相
聞
・
一
〇
七
・
大
津
皇
子
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
ば
た
ま
の 

よ
ぎ
り
は
た
ち
ぬ 

こ
ろ
も
で
を 

た
か
や
の
う
へ
に 

た
な
び

く
ま
で
に
（
巻
九
・
雑
歌
・
一
七
一
〇
・
舎
人
皇
子
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ふ
ぢ
し
ろ
の 

み
さ
か
を
こ
ゆ
と 

し
ろ
た
へ
の 

わ
が
こ
ろ
も
で
は 

ぬ
れ
に

け
る
か
も
（
巻
九
・
雑
歌
・
一
六
七
九
・
人
麿
歌
集
か
ら
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

ひ
さ
か
た
の 

あ
め
み
る
ご
と
く 

あ
ふ
ぎ
み
し 

み
こ
の
み
か
ど
の 

あ
れ
ま

く
を
し
も
（
巻
二
・
挽
歌
・
一
六
八
・
柿
本
朝
臣
人
麿
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

く
さ
ま
く
ら 

た
び
ゆ
く
き
み
と 

し
ら
ま
せ
ば 

き
し
の
は
に
ふ
に 

に
ほ
は

さ
ま
し
を
（
巻
一
・
雑
歌
・
六
九
・
清
江
娘
子
） 
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㈡ 

序
詞
の
類
歌 

「
は
じ
め
に
」
の
㈢
②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
序
詞
は
、
「
七
音
以
上
の
長
さ
で
、

作
者
の
独
創
に
よ
る
詞
句
で
あ
る
点
が
枕
詞
と
異
な
る
」
も
の
の
、
修
辞
上
の

働
き
は
同
じ
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
、
①
初
句
、
第
三
句
単
独
で
は
序
詞

と
し
て
成
立
で
き
な
い
、
②
作
者
の
独
創
に
よ
る
詞
句
と
す
る
と
、
枕
詞
が
も

つ
固
定
性
が
な
く
、
枕
詞
ほ
ど
人
口
に
膾
炙
さ
れ
難
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
る
く
さ
を 

う
ま 

く
ひ
や
ま
ゆ 

こ
え
く
な
る 

か
り
の
つ
か
ひ
は 

や
ど

り
す
ぐ
な
り
（
巻
九
・
雑
歌
・
一
七
一
二
・
人
麿
歌
集
か
ら
） 

＊
初
句
五
音
か
ら
第
二
句
「
う
ま
（
馬
）
」
ま
で
が
序
詞
。
句
割
れ
す
る
が
、

「
く
ひ
や
ま
（
咋
山
）
」
を
起
こ
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
は
の
へ
の 

い
つ
も
の
は
な
の 

い
つ
も
い
つ
も 

き
ま
せ
わ
が
せ
こ
と
き
じ
け

め
や
も
（
巻
四
・
相
聞
・
四
九
四
・
吹
茨
刀
自
） 

＊
上
二
句
が
序
詞
。
「
い
つ
も
（
厳
藻
）
」
と
は
、
繁
茂
し
た
藻
の
こ
と
。
第
三

句
の
同
音
を
含
む
「
い
つ
も
い
つ
も
」
を
起
こ
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
き
や
ま
の 

こ
の
し
た
が
く
り 

ゆ
く
み
づ
の 

わ
れ
こ
そ
ま
さ
め 

お
も

ほ
す
よ
り
は
（
巻
二
・
相
聞
・
九
二
・
鏡
王
女
） 

＊
上
三
句
が
序
詞
。
「
ゆ
く
み
づ
の
…
ま
す
（
行
く
水
の
…
増
す
）
」
の
同
音

を
含
む
「
わ
れ
こ
そ
ま
さ
め
（
我
こ
そ
増
さ
め
）
」
を
起
こ
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
ぐ
さ
む
る 

こ
こ
ろ
は
な
し
に 

く
も
が
く
り 

な
き
ゆ
く
と
り
の 

 

 
 

 
 

 

ね
の
み
し
な
か
ゆ
（
巻
五
・
雑
歌
・
九
〇
三
・
山
上
憶
良
） 

＊
「
く
も
が
く
り
（
雲
隠
り
）
」
以
下
二
句
が
序
詞
。
結
句
「
ね
の
み
し
な
か

ゆ
（
音
の
み
し
泣
か
ゆ
）
」
を
起
こ
す
。 

㈢ 

枕
詞
を
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
序
詞 

 
 

 
 

枕
詞 

 
 

い
そ
の
か
み 

ふ
る
の
や
ま
な
る 

す
ぎ
む
ら
の 

お
も
ひ
す
ぐ
べ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

序
詞 

 
 

き
み
に
あ
ら
な
く
に
（
巻
三
・
挽
歌
・
四
二
五
・
丹
生
王
） 

＊
初
句
五
音
「
い
そ
の
か
み
（
石
の
上
）
」
は
地
名
「
ふ
る
（
布
留
）
」
に
か
か
る

枕
詞
。
こ
れ
を
含
む
上
三
句
が
序
詞
。
「
す
ぎ
む
ら
（
杉
群
）
」
の
「
す
ぎ
（
杉
）
」

の
同
音
を
含
む
「
お
も
ひ
す
ぐ
（
思
ひ
過
ぐ
）
」
を
起
こ
す
。 

類
歌
で
見
る
限
り
、
①
初
句
五
音
の
枕
詞
に
は
第
二
句
を
、
三
句
五
音
の

そ
れ
に
は
第
四
句
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
ぐ
働
き
（
つ
な
ぎ
目
）
が
あ
り
、
文
の
終
わ

り
を
示
す
句
切
れ
と
り
わ
け
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
と
は
真
逆
の
関
係
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
前
者
が
後
者
を
抑
制
す
る
働
き
の
有
無
に
つ
い
て
は

統
計
的
な
分
析
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
②
序
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
起
こ

す
詞
句
と
の
連
続
性
は
証
明
で
き
て
も
、
句
切
れ
と
の
相
関
は
分
明
で
な
い
。 
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二 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
句
の
切
れ
続
き 

そ
こ
で
詠
歌
年
代
が
明
ら
か
な
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
二
〇
九
五
首
に
つ
い
て
、

句
の
切
れ
続
き
に
影
響
す
る
表
現
技
法
と
し
て
、
①
句
切
れ
、
②
枕
詞
・
序

詞
の
実
態
と
技
法
間
の
関
わ
り
具
合
の
統
計
的
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
し

た
。 

 ㈠ 

句
の
切
れ─

─
句
切
れ 

 

「
句
の
切
れ
」
と
は
、
「
は
じ
め
に
」
㈣
で
述
べ
た
よ
う
に
、
複
数
の
文
か
ら
な
る

和
歌
（
短
歌
）
に
お
い
て
、
結
句
以
外
の
何
句
目
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
か
を
示

す
切
れ
目
の
こ
と
で
あ
り
、
句
切
れ
と
同
義
で
あ
る
。
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に

お
い
て
は
、
句
切
れ
が
初
句
か
ら
第
四
句
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
句
に
用
い
ら
れ

た
頻
度
は
八
三
五
回
、
句
切
れ
の
位
置
別
で
は
二
句
切
れ
が
最
も
多
く
三

六
五
回
で
全
体
の
四
四
％
、
次
い
で
四
句
切
れ
が
三
六
一
回
・
四
三
％
、
三

句
切
れ
が
九
〇
回
・
一
一
％
、
第
四
位
は
初
句
切
れ
で
一
九
回
・
二
％
で
あ

っ
た
。
句
切
れ
歌
と
無
句
切
れ
歌
の
割
合
は
七
七
〇
首
対
一
三
二
五
首
、
全

体
の
三
七
％
対
六
三
％
で
あ
っ
た
。
句
切
れ
歌
七
七
〇
首
に
八
三
五
回
の
句

切
れ
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
首
の
中
に
複
数
回
の
句
切
れ
が
あ
り
得

る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
句
切
れ 

 
 

 
 

 
 

四
句
切
れ 

き
み
が
ゆ
き 

け
な
が
く
な
り
ぬ 

や
ま
た
づ
ね 

む
か
へ
か
ゆ
か
む 

ま
ち
に

か
ま
た
む
（
巻
二
・
相
聞
・
八
五
・
磐
姫
皇
后
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
句
切
れ 

 
 

三
句
切
れ 

お
く
ら
ら
は 

い
ま
は
ま
か
ら
む 

こ
な
く
ら
む 

そ
れ
そ
の
は
は
も 

わ
を
ま

つ
ら
む
ぞ
（
巻
三
・
雑
歌
・
三
四
〇
・
山
上
憶
良
臣
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

初
句
切
れ 

 
 

 
 

二
句
切
れ 

い
ざ
こ
ど
も
（
ヨ
） 

た
は
わ
ざ
な
せ
そ 

あ
め
つ
ち
の 

か
た
め
し
く
に
ぞ 

や

ま
と
し
ま
ね
は
（
巻
二
〇
・
四
五
一
一
・
藤
原
仲
麻
呂
） 

こ
の
よ
う
に
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
文
の
終
わ
り
方
が
、
頻
度
は

と
も
か
く
あ
る
程
度
弾
力
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
句
切
れ
、
四
句

切
れ
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
、
逆
に
、
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
が
少
数
に

過
ぎ
な
か
っ
た
ほ
ん
と
う
の
原
由
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 ㈡ 

句
の
続
き─

─

枕
詞
・
序
詞
・
そ
の
他 

前
記
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
で
文
の
終
わ
り
方
に
第
二

句
末
、
第
四
句
末
が
多
く
、
初
句
末
、
第
三
句
末
が
少
な
い
と
い
う
偏
り
が

存
在
す
る
こ
と
は
、
句
の
切
れ
続
き
を
制
御
す
る
表
現
方
法
の
存
在
例
え
ば

一
方
の
技
法
が
他
方
の
そ
れ
の
制
約
条
件
と
な
っ
て
い
る
、
な
ど
を
推
測
せ
し

め
る
。 

① 

枕
詞 

初
句
五
音
、
三
句
五
音
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
枕
詞
は
、
直
後
の
特
定

語
句
に
「
か
か
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
の
多
用
を
抑
え
る

働
き
と
し
た
、
と
見
ら
れ
る
。 

別
表
の
と
お
り
、
句
切
れ
歌
七
七
〇
首
に
も
多
く
の
句
の
続
き
（
つ
な
ぎ
目
）
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が
残
存
し
、
無
句
切
れ
歌
一
三
二
五
首
の
つ
な
ぎ
目
と
を
合
算
す
る
と
七
五

四
五
回
と
な
る
。
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
句
の
切
れ
目
と
つ
な
ぎ
目
を

対
比
す
る
と
、
前
者
八
三
五
回
対
後
者
七
五
四
五
回
、
全
体
の
一
〇
％
対

九
〇
％
の
比
率
と
な
る
。
こ
の
辺
り
の
状
況
を
、
松
田
武
夫
氏
は
、
「
い
っ
た
い

に
、
和
歌
の
一
般
的
な
あ
り
方
と
し
て
は
、
自
然
の
ま
ま
の
順
序
ど
お
り
に
、

句
切
れ
な
し
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
句
切
れ
の
歌
が
和
歌
・
短
歌
を

通
じ
て
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
・
短
歌
の
一
般
的
通
有
性
の
さ
な
が

ら
な
表
れ
」
（
注
３
）
、
と
言
っ
て
い
る
。 

 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
用
い
ら
れ
た
枕
詞
四
七
三
回
、
枕
詞
を
含
む
和
歌

（
短
歌
）
四
五
八
首
と
差
が
あ
る
の
は
、
句
切
れ
と
同
様
、
一
首
中
に
複
数
回

の
枕
詞
が
用
い
ら
れ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
か
ね
さ
す 

ひ
は
て
ら
せ
れ
ど 

ぬ
ば
た
ま
の 

よ
わ
た
る
つ
き
の 

か
く
ら

く
を
し
も
（
巻
二
・
挽
歌
・
一
六
九
・
柿
本
朝
臣
人
麿
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
ま
も
か
る 

み
ぬ
め
を
す
ぎ
て 

な
つ
く
さ
の 

の
し
ま
の
さ
き
に 
ふ
ね
ち

か
づ
き
ぬ
（
巻
三
・
雑
歌
・
二
五
一
・
柿
本
朝
臣
人
麿
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
し
ひ
き
の 

や
ま
に
お
ひ
た
る 

す
が
の
ね
の 

ね
も
こ
ろ
み
ま
く 

ほ
し
き

き
み
か
も
（
巻
四
・
相
聞
・
五
八
三
・
余
明
軍
） 

➁ 

序
詞 

 

序
詞
が
七
音
以
上
の
長
さ
を
必
要
と
す
る
と
、
初
句
と
第
三
句
は
そ
れ
だ

け
で
は
序
詞
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
次
句
ま
た
は
前
句

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
込
ま
ず
に
は
序
詞
を
構
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
第

四
句
七
音
も
そ
れ
が
起
こ
す
詞
句
を
含
む
文
が
結
句
の
七
音
だ
け
で
は
文
を

構
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
み
が
い
へ
に 

わ
が 

す
み
さ
か
の 

い
へ
ぢ
を
も 

わ
れ
は
わ
す
れ
じ
い
の
ち

し
な
ず
は
（
巻
四
・
相
聞
・
五
〇
七
・
柿
本
朝
臣
人
麿
妻
） 

＊
初
句
「
き
み
が
い
へ
に
（
君
が
家
に
）
」
に
第
二
句
「
わ
が
す
み
さ
か
の
（
我

が
住
坂
の
）
」
の
「
わ
が
」
ま
で
句
割
り
で
結
び
、
序
詞
と
し
て
「
す
み
さ
か
の
（
住

坂
の
）
」
を
起
こ
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
ら
た
し
き 

と
し
の
は
じ
め
の 

は
つ
は
る
の 

け
ふ
ふ
る
ゆ
き
の 

 

 
 

 
 

 

い
や
し
け
よ
ご
と
（
巻
二
〇
・
四
五
四
〇
・
大
伴
宿
祢
家
持
） 

＊
第
四
句
ま
で
が
実
景
（
正
月
の
大
雪
は
豊
年
の
瑞
兆
と
さ
れ
た
。
）
を
写

し
た
序
詞
。
結
句
の
「
い
や
し
け
」
を
起
こ
す
。
「
い
や
し
け
よ
ご
と
（
い
や
重
け

吉
事
）
」
は
「
一
層
重
ナ
レ
、
吉
キ
コ
ト
ガ
。
」
の
意
。 

別
表
の
と
お
り
、
①
初
句
と
第
二
句
と
を
つ
な
ぐ
（
第
二
句
内
の
詞
句
を

起
こ
す
）
序
詞
は
五
回
・
全
体
の
三
％
、
②
第
四
句
と
結
句
を
つ
な
ぐ
（
結
句

ま
た
は
結
句
内
の
詞
句
を
起
こ
す
）
序
詞
は
一
〇
回
・
全
体
の
七
％
、
合
計

一
五
回
・
全
体
の
わ
ず
か
一
〇
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
初
句
切
れ
、
四
句

切
れ
を
抑
え
る
効
果
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
多
く
は
、
第
二
句
と
第
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三
句
を
つ
な
ぐ
（
第
三
句
ま
た
は
第
三
句
内
の
詞
句
を
起
こ
す
）
序
詞
六
四

回
・
全
体
の
四
二
％
、
第
三
句
と
第
四
句
と
を
つ
な
ぐ
（
第
四
句
ま
た
は
第

四
句
内
の
詞
句
）
を
起
こ
す
序
詞
七
四
回
・
全
体
の
四
八
％
と
、
そ
れ
ぞ
れ

半
数
近
く
を
占
め
る
が
、
前
者
は
二
句
切
れ
を
、
後
者
は
三
句
切
れ
を
抑
え

る
に
は
、
序
詞
と
い
う
表
現
技
法
単
独
で
は
力
量
不
足
で
あ
る
。 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
用
い
ら
れ
た
序
詞
一
五
三
回
、
序
詞
を
含
む
和
歌

（
短
歌
）
が
一
五
九
首
と
、
句
切
れ
や
枕
詞
と
逆
の
差
が
あ
る
の
は
、
そ
の
序

詞
の
続
き
（
つ
な
ぎ
目
）
が
枕
詞
と
し
て
既
に
評
価
済
み
で
あ
る
こ
と
の
資
料

上
の
整
理
で
あ
る
。 

 
 

 
 

序
詞
① 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

枕
詞 

 
 

 

を
と
め
ら
が 

そ
で 

ふ
る
や
ま
の 

み
づ
が
き
の 

ひ
さ
し
き
と
き
ゆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

序
詞
② 

 
 

お
も
ひ
き
わ
れ
は
（
巻
四
・
相
聞
・
五
〇
四
・
柿
本
朝
臣
人
麿
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

枕
詞 

 
 

 
 

お
く
や
ま
の 

い
は
か
げ
に
お
ふ
る 

す
が
の
ね
の 

ね
も
こ
ろ
わ
れ
は 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

序
詞 

 
 

 
 

あ
ひ
お
も
は
ず
あ
れ
や
（
巻
四
・
相
聞
・
七
九
四
・
藤
原
朝
臣
久
須
麿
） 

③ 

枕
詞
・
序
詞 

別
表
の
と
お
り
、
初
句
五
音
の
枕
詞
三
三
〇
回
・
全
体
の
七
〇
％
は
そ
れ

だ
け
で
初
句
切
れ
を
抑
え
る
効
果
が
あ
る
が
、
第
三
句
五
音
の
枕
詞
一
四
三

回
・
全
体
の
三
〇
％
は
そ
れ
だ
け
で
は
三
句
切
れ
を
抑
え
る
効
果
は
不
足
気

味
で
あ
る
。
序
詞
七
四
回
・
全
体
の
四
八
％
が
加
わ
っ
て
漸
く
三
句
切
れ
九

〇
回
・
全
体
の
一
一
％
に
止
ま
り
得
た
の
で
あ
る
。
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る

句
の
切
れ
続
き
の
う
ち
、
と
り
わ
け
枕
詞
・
序
詞
と
句
切
れ
と
は
、
一
方
が
他

方
を
抑
止
す
る
関
係
す
な
わ
ち
負
の
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
①
残
存
す
る
大
多
数
の
句
の
続
き
（
つ
な
ぎ
目
）
六
九
一

九
回
・
全
体
の
八
三
％
が
句
切
れ
・
枕
詞
・
序
詞
以
外
の
技
法
（
文
法
的
構

造
と
い
っ
て
も
よ
い
。
）
に
よ
り
句
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
②
い

づ
れ
の
句
間
も
句
間
平
均
（
一
七
三
〇
回
・
構
成
比
①
二
五
％
、
同
②
（
残

存
率
（
八
三
％
）
に
ほ
ぼ
収
れ
ん
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
③
『
古

今
和
歌
集
』
に
お
い
て
三
句
切
れ
が
増
え
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
三
句
五
音

の
枕
詞
、
上
の
句
ま
で
の
序
詞
の
減
少
を
予
測
せ
し
め
る
。 

 

三 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
の
枕
詞

・
序
詞
か
ら
古
今
和

歌
（
短
歌
）
の 

 
 
 

掛
詞
・
縁
語
へ
の
転
換
（
展
望
） 

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
万
葉
集
の
枕
詞
の
う
ち
、
「
あ
し
ひ
き
の
」
「
あ
づ
さ

ゆ
み
」
「
い
そ
の
か
み
」
「
し
ろ
た
へ
の
」
「
ち
は
や
ぶ
る
」
「
ひ
さ
か
た
の
」
は
、
古
今

集
で
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
り
あ
い
に
「
読
人
し
ら
ず
」
の
歌
に
多

い
。
」
、
「
読
人
し
ら
ず
の
歌
に
多
い
こ
と
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
枕
詞
の
精
神

が
そ
の
ま
ま
読
人
し
ら
ず
の
歌
人
達
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
」
「
古
今
集
と
万
葉
集
と
で
は
枕
詞
に
大
き
な
変
化
が
見
出
さ
れ
る
。
人

名
・
地
名
・
神
名
に
か
か
る
枕
詞
が
急
激
に
減
少
も
し
く
は
消
滅
し
、
そ
れ
に
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代
わ
っ
て
普
通
名
詞
が
古
今
集
に
多
い
」
と
し
、
「
枕
詞
は
元
来
う
た
う
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
枕
詞
が
生
き
生
き
と
し
た
感
動
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
平
安
時

代
に
お
け
る
か
な
の
普
及
に
よ
る
記
載
文
学
と
化
し
た
和
歌
の
技
巧
は
視
覚

を
通
し
て
の
技
巧
つ
ま
り
掛
詞
・
縁
語
・
余
情
表
現
に
移
る
の
も
う
な
ず
け

る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
枕
詞
は
万
葉
集
に
の
み
生
き
生
き
と
よ
ま
れ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
」
（
以
上
注
４
）
、
と
し
て
い
る
。 

た
し
か
に
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
の
枕
詞
・
序
詞
に
あ
っ
て
は
、
指
摘
ど
お
り
、

「
謡
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
感
動
を
呼
び
」
起
こ
す
表
現
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
大
多
数
は
比
喩
な
ど
語
義
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
語
音
（
同
音

繰
り
返
し
）
に
よ
る
も
の
は
比
較
的
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
古
今
和
歌
（
短
歌
）

に
お
け
る
枕
詞
・
序
詞
の
使
用
の
低
調
化
及
び
そ
の
延
長
上
に
発
達
し
た
と

見
ら
れ
る
掛
詞
・
縁
語
へ
の
転
換
と
を
見
透
す
と
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
の
枕

詞
・
序
詞
に
か
か
る
特
定
語
句
（
独
創
に
よ
る
詞
句
）
の
「
語
音
・
語
義
（
同
音

異
義
）
に
よ
る
文
脈
の
二
重
化
」
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 ㈠ 

枕
詞
に
か
か
る
特
定
語
句
の
同
音
異
義 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

た
ま
き
は
る 

う
ち
の
お
ほ
の
に 

う
ま
な
め
て 

あ
さ
ふ
ま
す
ら
む 

 

そ
の
く
さ
ふ
か
の
（
巻
一
・
雑
歌
・
四
・
中
皇
子
（
舒
明
天
皇
皇
女
の
間
人
皇

后
か
）
） 

＊
「
た
ま
」
は
霊
魂
、
「
き
は
る
」
は
極
ま
る
の
意
で
、
「
命
」
「
う
ち
」
な
ど
に
か

か
る
枕
詞
。
こ
の
歌
で
は
、
同
音
を
含
む
地
名
「
宇
智
」
に
か
か
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
が
せ
こ
は 

い
づ
く
ゆ
く
ら
む 

お
き
つ
も
の 

な
ば
り
の
や
ま
と 

け
ふ
か

こ
ゆ
ら
む
（
巻
一
・
雑
歌
・
四
三
・
当
麻
真
人
麿
妻
） 

＊
沖
つ
藻
が
海
中
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
な
ば
る
（
隠
る
）
」
の
連
用
形

「
隠
り
」
と
同
音
を
含
む
地
名
「
名
張
」
に
か
か
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
が
せ
こ
を 

あ
が
ま
つ
ば
ら
よ 

み
わ
た
せ
ば 

あ
ま
を
と
め
ど
も 

 

た
ま
も
か
る
み
ゆ
（
巻
一
七
・
三
九
一
二
・
三
野
連
石
守
） 

＊
「
わ
が
背
子
」
と
「
あ
が
待
つ
」
か
ら
同
音
を
含
む
地
名
「
あ
が
ま
つ
ば
ら

（
安
我
松
原
）
」
に
か
か
る
。
広
島
県
呉
市
阿
賀
あ
た
り
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
も
が
い
へ
に 

い
く
り
の
も
り
の 

ふ
じ
の
は
な 

い
ま
こ
む
は
る
も 

 

つ
ね
か
く
し
み
む
（
巻
一
七
・
三
九
七
四
・
高
安
王
） 

＊
妹
が
家
に
わ
が
「
行
く
」
と
同
音
を
含
む
地
名
「
伊
久
里
」
に
か
か
る
。 

㈡ 

序
詞
が
起
こ
す
詞
句
の
同
音
異
義 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
ほ
な
こ
を 

を
ち
か
た
の
へ
に 

か
る
か
や
の 

つ
か
の
あ
ひ
だ
も 

 
わ
れ
わ
す
れ
め
や
（
巻
二
・
相
聞
・
一
一
〇
・
日
並
皇
子
） 

＊
「
か
る
か
や
（
刈
る
草
）
」
の
一
握
り
の
意
で
、
「
つ
か
（
束
）
」
に
か
か
る
。
同

音
を
含
む
「
つ
か
の
あ
い
だ
（
束
の
間
）
」
に
も
か
か
る
。 
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わ
た
の
そ
こ 

お
き
つ
し
ら
な
み 

た
つ
た
や
ま 

い
つ
か
こ
え
な
む 

 

い
も
が
あ
た
り
み
む
（
巻
一
・
雑
歌
・
八
三
・
古
歌
か
） 

＊
「
し
ら
な
み
（
白
浪
）
」
が
「
立
つ
」
と
、
同
音
を
含
む
地
名
「
た
つ
た
や
ま

（
龍
田
山
）
」
に
も
か
か
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
枕
詞
が
か
か
る
特
定
語
句
や
序
詞
が
起
こ
す
独
創
的
な
詞

句
に
よ
る
語
義
は
掛
詞
風
に
二
重
に
な
る
が
、
文
脈
ま
で
も
が
二
重
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
。 

㈢ 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
掛
詞
・
縁
語
の
初
出
歌
ま
た
は
類
歌 

掛
詞
（
か
け
こ
と
ば
）
は
、 

「
同
音
異
義
の
二
語
を
重
ね
用
い
る
技
法
。
同
音
異
義
語
の
一
方
は
自
然

の
景
物
を
、
も
う
一
方
は
人
間
の
心
情
や
状
態
を
表
す
こ
と
が
多
く
、
そ
の

自
然
の
景
物
に
よ
っ
て
心
情
や
状
態
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
形
づ
く

る
。
縁
語
と
と
も
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
か
ら
発
達
し
た
。
」 

他
方
、
縁
語
は
、 

「
意
味
的
に
関
連
の
深
い
語
群
を
意
識
的
に
読
み
こ
む
こ
と
で
、
明
確
な
イ

メ
ー
ジ
を
創
り
出
す
技
法
。
一
首
の
中
で
、
掛
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

も
多
い
。
」
（
注
２
）
、
と
さ
れ
る
が
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
も
、
少
数
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
初
出
歌
な
い
し
類
歌
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。 

① 

掛
詞
の
初
出
歌
・
類
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

い
な
と
い
へ
ど 

し
ふ
る
し
ひ
の
が 

し
ひ
が
た
り 

こ
の
こ
ろ
き
か
ず
て 

あ
れ

こ
ひ
に
け
り
（
巻
三
・
雑
歌
・
二
三
七
・
持
統
天
皇
か
） 

＊
固
定
性
を
も
つ
枕
詞
（
こ
の
歌
の
場
合
は
初
句
五
音
）
を
失
っ
た
同
音
異

義
の
表
現
形
式
。
媼
の
人
名
「
し
ひ
（
志
斐
）
」
と
「
し
ひ
が
た
り
（
強
い
語
り
）
」

の
「
し
ひ
（
強
ひ
）
」
を
懸
け
る
同
音
異
義
の
掛
詞
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

わ
ぎ
も
こ
を 

ゆ
き
て
は
や
み
む 

あ
は
ぢ
し
ま 

く
も
ゐ
に
み
え
ぬ 

い
へ
づ

く
ら
し
も
（
巻
一
五
・
三
七
四
二
・
作
者
未
詳
） 

＊
見
ル
は
逢
フ
と
同
義
。
「
み
む
（
見
む
）─

→
あ
ふ
（
逢
ふ
）─

→
あ
は
じ
し

ま
（
淡
路
島
）
」
の
異
音
同
義
の
掛
詞
。 

ま
つ
の
は
な 

は
な
か
ず
に
し
も 

わ
が
せ
こ
が 

お
も
へ
ら
な
く
に 

も
と
な

さ
き
つ
つ
（
巻
一
七
・
三
九
六
四
・
平
群
氏
女
郎
） 

＊
「
松
の
花
の
よ
う
に
お
帰
り
を
待
つ
私
を
」
の
意
で
「
ま
つ
（
松
）
」
に
「
待
つ
」

を
懸
け
る
同
音
異
義
の
掛
詞
。 

か
す
が
の
に 

あ
は
ま
け
り
せ
ば 

し
し
ま
ち
に 

つ
ぎ
て
ゆ
か
ま
し
を 

や
し

ろ
し
う
ら
め
し
（
巻
三
・
譬
喩
歌
・
四
〇
八
・
佐
伯
宿
祢
赤
麿
） 

＊
「
あ
は
ま
く
（
粟
蒔
く
）
」
に
「
逢
は
ま
く
」
を
懸
け
る
同
音
異
義
の
掛
詞
。 

お
も
ひ
や
る 

す
べ
の
し
ら
ね
ば 

か
た
も
ひ
の 

そ
こ
に
ぞ
あ
れ
ば 

こ
ひ
な

り
に
け
る
（
巻
四
・
相
聞
・
七
一
〇
・
栗
田
女
娘
子
） 

＊
「
か
た
も
ひ
（
片
垸
・
蓋
な
し
の
浅
い
椀
の
こ
と
。
）
」
と
「
片
思
い
」
を
懸
け
る

同
音
異
義
の
掛
詞
。 

② 

縁
語
の
初
出
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

縁
語 

 

と
よ
く
に
の 
か
は
る
は
わ
ぎ
へ 

ひ
も
の
こ
に 

い
つ
が
り
を
れ
ば 

か
は
る
は
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わ
ぎ
へ
（
巻
九
・
相
聞
・
一
七
七
一
・
抜
気
大
首
） 

＊
「
い
つ
が
り
を
れ
ば
」
の
「
い
」
は
接
頭
語
。
「
つ
な
が
る
」
「
男
女
が
体
を
接
触

さ
せ
る
」
の
意
。
「
ひ
も
（
紐
）
」
の
縁
語
。 

 

③ 

掛
詞
・
縁
語
の
初
出
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掛
詞 

縁
語 

へ
そ
か
た
の 

は
や
し
の
さ
き
の 

さ
の
は
り
の 

き
ぬ
に
つ
く
な
す 

め
に
つ
く

わ
が
せ
（
巻
一
・
雑
歌
・
一
九
・
井
戸
王
か
） 

＊
「
さ
の
は
り
（
さ
野
榛
）
」
の
「
さ
」
は
接
頭
語
。
「
野
に
生
え
て
い
る
榛
（
は
ん
の

木
）
」
の
意
。
「
は
り
（
榛
）
」
は
同
音
異
義
の
「
針
」
の
掛
詞
。
「
き
ぬ
（
衣
）
」
は

「
針
」
の
縁
語
。 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
掛
詞
・
縁
語
が
枕
詞
・
序
詞
と
相
異
な
る
点

は
、
両
者
と
も
に
同
音
異
義
に
よ
る
表
現
技
法
で
は
あ
っ
て
も
、
①
枕
詞
の
場

合
は
、
そ
の
枕
詞
が
か
か
る
特
定
語
句
の
同
音
異
義
で
あ
り
、
②
序
詞
の
場

合
も
、
そ
の
序
詞
が
起
こ
す
詞
句
の
同
音
異
義
で
あ
っ
て
、
掛
詞
・
縁
語
に
は

そ
の
よ
う
な
限
定
は
な
い
。 

 お
わ
り
に 

㈠ 

句
切
れ
と
枕
詞
・
序
詞
と
は
負
の
相
関
関
係
に
あ
る 

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
句
切
れ
と
枕
詞
・
序

詞
と
の
相
関
関
係
を
探
る
試
み
は
、
興
味
深
い
結
果
に
た
ど
り
つ
い
た
。
別
表

の
と
お
り
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
い
て
、
初
句
切
れ
・
三
句
切
れ
が
二
句

切
れ
・
四
句
切
れ
に
比
較
し
て
少
な
い
原
由
が
、
初
句
五
音
、
三
句
五
音
か

ら
な
る
枕
詞
と
直
後
の
句
の
固
定
的
な
特
定
語
句
及
び
七
音
以
上
の
序
詞

が
起
こ
す
独
創
的
な
詞
句
と
の
続
き
（
つ
な
ぎ
目
）
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
も
う
少
し
厳
密
に
言
う
と
、
①
初
句
切
れ
は
、
初
句
五
音
の
枕
詞
が

か
か
る
特
定
語
句
と
の
つ
な
ぎ
だ
け
で
句
切
れ
を
抑
制
で
き
た
が
、
②
三
句

切
れ
は
三
句
五
音
の
枕
詞
が
か
か
る
特
定
語
句
と
の
つ
な
ぎ
だ
け
で
は
足
ら

ず
、
第
三
句
ま
で
の
序
詞
が
起
こ
す
独
創
的
な
詞
句
に
よ
る
つ
な
ぎ
の
助
け

を
借
り
て
漸
く
句
切
れ
の
抑
制
が
で
き
た
こ
と
、
③
序
詞
の
使
用
頻
度
が
前

記
②
に
次
い
で
多
い
第
二
句
ま
で
の
序
詞
が
起
こ
す
独
創
的
な
詞
句
に
よ
る

つ
な
ぎ
で
け
で
は
二
句
切
れ
を
抑
制
し
難
か
っ
た
と
い
う
状
況
に
鑑
み
る
と
、

句
切
れ
と
枕
詞
・
序
詞
と
は
、
一
方
が
他
方
の
停
止
条
件
と
な
る
負
の
相
関

関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
安
前
期
に

編
ま
れ
た
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る

三
句
切
れ
の
増
加
は
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
お
い
て
第
三
句
、
第
四
句
の
つ

な
ぎ
目
を
担
保
し
た
①
三
句
五
音
の
枕
詞
の
衰
退
（
使
用
頻
度
の
低
下
）
と
、

②
第
四
句
を
起
こ
す
第
三
句
ま
で
の
序
詞
の
衰
退
（
使
用
頻
度
の
低
下
）
と

を
予
測
せ
し
め
る
。 

 
㈡ 
掛
詞
・
縁
語
は
、
枕
詞
・
序
詞
の
同
音
異
義
か
ら
発
展
し
た 

『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
に
発
達
し
た
と
さ
れ
る
掛
詞
・
縁
語
と
い
う
表
現

技
法
は
、
極
め
て
少
数
な
が
ら
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
も
初
出
歌
、
類
歌
が

見
ら
れ
た
（
前
記
三
㈢
参
照
）
。
こ
れ
ら
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
万
葉
和
歌
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（
短
歌
）
に
お
け
る
枕
詞
・
序
詞
の
多
数
は
「
語
義
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
語

音
（
同
音
の
繰
り
返
し
）
に
よ
る
も
の
」
は
極
く
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
間

的
位
置
は
、
「
語
義
・
語
音
（
同
音
異
義
）
に
よ
る
も
の
」
が
占
め
て
い
る
。 

前
記
三
㈢
で
述
べ
た
よ
う
に
、
掛
詞
・
縁
語
と
い
う
表
現
技
法
の
本
来
は
、

「
同
音
異
義
の
二
語
を
重
ね
用
い
る
」
、
「
意
識
的
に
関
連
の
深
い
語
群
を
詠

み
込
む
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
技
術
的
淵
源
は
、
枕
詞
が
か
か
る
特
定
語
句

の
二
重
性
、
序
詞
が
起
こ
す
独
創
的
な
詞
句
の
二
重
性
に
ま
で
遡
及
で
き
る

こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

以
上
、
万
葉
和
歌
（
短
歌
）
の
句
切
れ
と
枕
詞
・
序
詞
と
の
関
係
性
を
中

心
に
分
析
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
古
今
和
歌
（
短
歌
）
以
降
の
①

句
切
れ
の
変
遷
、
②
枕
詞
・
序
詞
の
衰
退
、
③
掛
詞
・
縁
語
の
発
達
の
そ
れ
ぞ

れ
の
過
程
に
つ
い
て
、
改
め
て
統
計
的
検
証
・
推
測
の
機
会
を
得
た
い
と
思

う
。 

注
１ 

犬
養
寛
氏
ほ
か
編
集
『
和
歌
大
辞
典
』
（
昭
和
６
１
・
３
・
明
治
書
院
）
・

「
和
歌
」
（
谷
口
茂
氏
） 

２ 

山
口
堯
一
・
鈴
木
日
出
男
氏
編
『
全
訳
全
解
国
語
辞
典
』
（
平
成
１
６
・
１

０
・
文
英
堂
） 

３ 

松
田
武
夫
氏
「
修
辞
法
の
再
検
討
・
句
切
れ
」
『
月
刊
文
法
』
（
昭
和
４
４
・

２
・
明
治
書
院
） 

４ 

髙
田
良
二
氏
「
修
辞
法
の
再
検
討
・
枕
詞
」
、
三
浦
和
雄
氏
「
同
・
序
詞
」 

５ 
 

テ
ク
ス
ト 

万
葉
和
歌
（
短
歌
）
に
あ
っ
て
は
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
第
三

巻
・
昭
和
５
９
・
３
・
角
川
書
店
） 
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別表　詠歌年代が明らかな万葉和歌(短歌）における句の切れと続き

構成比

構成
比

構成
比

構成
比

構成
比

構成
比

構成
比

平均
値との
偏差

平均
値との
偏差

構成
比

構成
比

平均
値との
偏差

平均
値との
偏差

② ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ②

19 2 1 (70) (3)

751 1325 2076 99 330 16 5 0 335 54 16 1741 25 83 ±0 ±0

365 44 17 (42)

405 1325 1730 83 64 3 64 10 3 1666 24 80 －１ －3

90 11 4 (30) (48)

680 1325 2005 96 143 7 74 4 217 35 10 1788 26 85 ＋１ ＋2

361 43 17 (7)

409 1325 1734 83 10 0 10 1 0 1724 25 82 ±0 －１

835 100 10 (100) (100)

2245 5300 7545 90 473 6 153 2 626 100 7 6919 100 83

平均
値

平均
値

(458) (159)

句切れ歌 770 （770）

無句切れ歌 1325 （1325）

±0

+3

－2

+1

17

-1

+4

－4

+1

17

20

15

18

17

365

24

29

21

26

100

25

354

429

307

371

1461

つなぎ
目計 ②

1730 25 83

詠歌年代が
明らかな万
葉和歌(短
歌）

つなぎ
目の数

2095

2095

2095

2095

8380

2095

初句・第二
句のつなぎ
目

第二句・第
三句のつな
ぎ目

第三句・第
四句のつな
ぎ目

第四句・結
句のつなぎ
目

つなぎ目計

句間 句の切れ 句の続き(句のつなぎ目） 参考

構成比 枕詞 序詞 枕詞・序詞 その他 句切れ＋枕詞・序詞

句の区分
句切
れ ① ②

句切
れ歌
の残り
のつな
ぎ目

無句
切れ
歌の
つなぎ
目

11
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浅
岡 

純
朗 

（
あ
さ
お
か 

す
み
あ
き
）  

1937
年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
私
立
桐
朋
高
校
卒
業
、
東
京
都
立
大
学
人

文
学
部
国
文
科
卒
業
。

1959
年
、
厚
生
省
入
省
、
社
会
保
険
庁
地
方
課

長
を
経
て

1994
年
に
退
官
。
全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
、
東
京
都

社
会
保
険
労
務
士
会
常
任
理
事
を
経
て
、

2004
年
二
松
学
舎
大
学
大
学

院
博
士
課
程
に
進
学
し
、

2009
年
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
現
在
、
全

日
本
大
学
開
放
推
進
機
構
監
事
、
古
典
和
歌
研
究
者
。
主
要
論
文
：

「
接
続
詞
「
て
」
か
ら
み
た
短
歌
の
文
体
的
変
遷
に
関
す
る
考
察
―
―
万

葉
短
歌
か
ら
新
古
今
ま
で
」
（
『
生
涯
学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第

4
巻
第

2
号
、

2001
年

3
月
）
；
「
修
辞
法
か
ら
読
み
解
く
和
歌
史
―
―
古
典
和
歌
の
句

切
れ
続
き
に
関
す
る
一
考
察
」
（
同
前
誌
、
第

10
巻
第

1
・
第

2
合
併
号
、

2008
年

3
月
）
；
「
社
会
人
か
ら
大
学
院
生
へ
、
そ
し
て
課
程
を
終
え
て
―

―
65
歳
か
ら
の
人
生
」
（
『
Ｕ
Ｅ
Ｊ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第

2
号
（

2011
年

10
月
）
；

「
和
歌
（
短
歌
）
に
お
け
る
句
切
れ
と
そ
の
原
因
と
な
っ
た
表
現
に
か
か
る

最
終
的
考
察
」
（
同
前
誌
、
第

23
号
、

2017
年

4
月
） 


