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和
歌
︵
短
歌
︶
の
表
現
技
法 

—
 

古
今
歌
に
お
け
る
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂・﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂
と 

中
実
構
成
と
の
関
連
︵
因
果
関
係
︶—

に
関
す
る
一
考
察 浅

岡 

純
朗 

 

は
じ
め
に 

（一）
﹁
中
実
﹂
構
成
の
定
義 

古
今
和
歌
集
の
和
歌
︵
短
歌
︶︵
以
下
﹁
古
今
歌
﹂
と
い
う
︒︶
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ

る
外
形
的
特
色
の
一
つ
と
し
て
︑
中
実
︵
歌
学
用
語
︶
と
は
︑ 

﹁
歌
の
主
題
と
な
る
名
詞
を
第
三
句
に
置
く
こ
と
︒﹂︵
注
１
︶︑
と
あ
る
︒ 

ま
た
︑
小
林
和
彦
氏
︵
注
２
︶
は
︑
次
の
例
歌
を
示
し
︑ 

・ 

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
見
し
梅
花
あ
か
ぬ
い
ろ
か
は
折
り
て
な
り
け
り 

・ 

︵
巻
第
一
・
春
歌
上
・
三
七
・
素
性
法
師
︶ 

﹁
平
安
初
期
に
好
ま
れ
た
歌
格
で
︑
中
実
の
語
︵﹁
梅
花
﹂
を
指
す
︒
筆
者
注
︶
が
上

下
に
か
か
る
構
成
を
も
ち
︑
属
性
が
大
き
い
︒
五
七
調
か
ら
七
五
調
へ
移
行
す
る
過
渡

的
な
姿
を
見
せ
て
い
る
︒﹂
と
解
説
し
て
い
る
︒ 

（二） 

﹁
句
切
れ
﹂
の
定
義 

 

句
切
れ
︵
歌
学
用
語
︶
と
は
︑﹁
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
︒︵
後
略
︶﹂︵
注
３
︶︑
と
あ
る
︒ 

 

筆
者
も
先
行
研
究
︵
注
６
︶
で
︑
詠
歌
年
代
が
明
ら
か
な
万
葉
歌
二
〇
九
五
首
︑
及

び
古
今
歌
一
〇
九
一
首
に
お
け
る
句
切
れ
の
詳
細
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒ 

句
切
れ
歌
と
無
句
切
れ
歌
の
割
合
は
︑
万
葉
歌
で
は
七
七
〇
首
・
37
％
対
一
三
二

五
首
63
％
︑
古
今
歌
で
は
四
一
一
首
・
38
％
対
六
八
〇
首
・
62
％
と
さ
し
て
差
異

は
な
い
︒
ま
た
︑
②
初
句
か
ら
結
句
ま
で
の
句
と
句
と
の
つ
な
ぎ
目
の
う
ち
切
れ
目
と

な
る
も
の
は
︑
万
葉
歌
で
は
八
三
五
回
・
10
％
︑
古
今
歌
で
は
四
六
一
回
・
11
％

と
︑
こ
れ
も
さ
し
て
差
異
は
な
い
︒
万
葉
歌
︑
古
今
歌
と
も
に
︑
句
切
れ
歌
の
首
数
で

も
句
切
れ
の
頻
度
で
も
︑
全
体
と
し
て
︑
大
き
な
差
異
は
な
い
こ
と
と
な
る
︒ 

 

一 

古
今
歌
の
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂
と
中
実
構
成
と
の
関
連
︵
因
果
関
係
︶ 

（一） 

古
今
歌
に
お
け
る
二
句
切
れ
と
中
実
構
成
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
例
歌
を
い

く
つ
か
挙
げ
て
み
る
︒ 

・ 

人
の
見
る
事
や
く
る
し
き

┌

係
り
結
び

┐ 

を
二
句
切
れ

み
な
へ
し
秋
ぎ
り
に
の
み
た
ち
か
く
る
ら
む

︵
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
二
三
五
・
た
だ
み
ね
＊
壬
生
忠
岑
︒
筆
者
注
︶ 
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︵
口
語
訳
︶︵
を
み
な
へ
し
ハ
︶
人
か
ら
見
ら
れ
る
の
が
つ
ら
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ

れ
で
︵
を
み
な
へ
し
ハ
︶
秋
霧
の
中
に
隠
れ
て
ば
か
り
い
る
の
だ
ろ
う
︒ 

 

︵
説
明
︶
中
実
構
成
の
﹁
を
み
な
へ
し
﹂
は
︑
上
二
句
に
対
し
て
は
述
部
が
倒
置
し

た
一
つ
の
短
文
表
現
︵
※
1
︶
の
主
語
と
し
て
か
か
り
︑
下
二
句
に
対
し
て
は
そ
の

ま
ま
主
語
と
し
て
か
か
る
か
ら
︑
文
法
的
に
は
二
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
て
も
︑
三
句
切

れ
は
認
め
ら
れ
な
い
︒ 

・ 

心
あ
て
に
を
ら
ば
や
を
ら
む

┌

係
り
結
び┐

 二
句
切
れ

は
つ
し
も
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

︵
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
二
七
七
・
凡
河
内
み
つ
ね
・
躬
恒
︒
筆
者
注
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶
当
て
推
量
に
折
る
な
ら
折
り
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
︒
初
霜
が
一
面

に
白
く
置
い
て
︵
私
ヲ
︶
ま
ど
わ
せ
る
︑
白
菊
の
花
は
︒ 

 

︵
説
明
︶
こ
の
歌
は
︑﹁
初
霜
ガ
置
イ
タ
白
菊
ノ
花
ハ
心
ア
テ
ニ
折
ッ
タ
ナ
ラ
折
レ

ル
カ
モ
シ
レ
ナ
イ
﹂
と
い
う
含
意
の
長
文
表
現
︵
※
２
︶
の
述
部
が
倒
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
の
で
︑
二
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
る
が
︑
初
霜
の
﹁
白
﹂
と
白
菊
の
﹁
白
﹂
の
共

通
性
は
あ
っ
て
も
︑
中
実
構
成
と
し
て
の
﹁
初
霜
﹂
は
認
め
難
い
︒ 

 

こ
こ
で
︑﹁
中
実
﹂
構
成
の
定
義
に
あ
る
﹁
歌
の
主
題
﹂
と
は
何
を
意
味
す
る
か
︑

検
討
し
て
み
た
い
︒ 

・ 

春
た
て
ば
花
と
や
見
ら
む

┌

係
り
結
び┐

 二
句
切
れ

白
雪
の
か
か
れ
る
枝
に
う
ぐ
ひ
す
ぞ
な
く
︵
巻

第
一
・
春
歌
上
・
六
・
素
性
法
師
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶
春
に
な
っ
た
の
で
︑︵
鶯
ハ
白
雪
ヲ
︶
花
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
︒︵
白
雪
ノ
︶
降
り
か
か
っ
て
い
る
︵
梅
ノ
︶
枝
で
︵
鶯
ガ
︶
あ
ん
な
に
鳴
い
て

い
る
よ
︒ 

 

こ
の
歌
の
主
題
は
︑
鳴
い
て
い
る
﹁
鶯
﹂
な
の
か
︑
鶯
が
花
と
思
っ
た
﹁
白
雪
﹂
な

の
か
︑
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
︒
前
者
と
す
る
な
ら
第
三
句
に
﹁
鶯
﹂
の
語
句
が

な
い
か
ら
中
実
構
成
と
な
ら
な
い
︒
後
者
と
す
る
な
ら
第
三
句
に
﹁
白
雪
ノ
﹂
の
語
句

が
あ
る
か
ら
中
実
構
成
を
認
め
て
よ
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
鑑
賞
者
の
解
釈

如
何
で
結
論
が
変
わ
る
定
義
は
厳
密
さ
を
欠
き
︑
よ
ろ
し
く
な
い
︒ 

（二） 

別
表
１
及
び
２
に
よ
れ
ば
︑
①
万
葉
歌
の
二
句
切
れ
は
︑
句
切
れ
計
八
三
五
回

中
三
六
五
回
・
44
％
︑
う
ち
短
文
表
現
三
一
一
回
・
37
％
︑
長
文
︵
述
部
の
倒
置
︶

表
現
三
〇
回
・
４
％
︑
呼
び
か
け
表
現
二
四
回
・
３
％
の
と
こ
ろ
︑
②
古
今
歌
の
二
句

切
れ
は
︑
句
切
れ
計
四
六
一
回
中
一
九
九
回
・
43
％
︑
う
ち
短
文
表
現
一
四
六
回
・

32
％
︑
長
文
︵
述
部
の
倒
置
︶
表
現
二
七
回
・
６
％
︑
呼
び
か
け
表
現
二
六
回
・
６
％

と
あ
る
の
で
︑短
文
表
現
の
５
％
減
少
を
呼
び
か
け
表
現
の
３
％
増
加
と
長
文
表
現
の

２
％
増
加
を
も
っ
て
埋
め
合
わ
せ
︑﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂
を
実
現
し
た
こ
と
に
な

る
︒ 

 

他
方
︑
古
今
歌
の
二
句
切
れ
に
含
ま
れ
る
中
実
構
成
は
六
〇
回
・
13
％
︑
そ
の
内

訳
を
表
現
区
分
別
に
見
る
と
︑短
文
表
現
四
〇
回
・
９
％
︑長
文
表
現
一
一
回
・
２
％
︑

呼
び
か
け
表
現
九
回
・
２
％
と
な
る
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
古
今
歌
の
二
句
切
れ

に
お
い
て
は
︑
短
文
表
現
で
中
実
構
成
を
伴
う
も
の
四
〇
回
・
９
％
と
い
う
新
た
な
関

与
が
あ
り
つ
つ
も
５
％
の
減
少
︑長
文
表
現
・
呼
び
か
け
表
現
合
わ
せ
て
二
〇
回
・
４
％

と
い
う
新
た
な
関
与
が
加
わ
っ
て
も
︑二
句
切
れ
全
体
と
し
て
は
１
％
減
少
の
一
九
九



ＵＥＪジャーナル第 40号（2022 年 11月 25日号） 
 Japan Organization for the Promotion of University Extension 

 

15 
 

回
・
43
％
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
繰
り
返
し
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
短
文
表
現
９
％
︑
長
文
表
現
・
呼
び
か
け
表
現
合
わ
せ
て
４
％

の
割
合
に
比
例
し
て
︑﹁
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
﹂
の
類
歌
を
掲
げ
て
お
く
︒ 

※
１ 

短
文
と
は
︑短
歌
の
一
句
以
上
四
句
以
下
の
長
さ
の
ひ
と
続
き
の
核
文
を
い
う
︒ 

※
２ 

長
文
と
は
︑
短
歌
一
首
の
長
さ
の
ひ
と
続
き
の
核
文
を
い
う
︒ 

（三） 

古
今
歌
に
お
け
る
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
の
類
歌 

① 

短
文
表
現
の
類
歌
五
首 

・ 

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ

┌

係
り
結
び

┐

 二
句
切
れ

梅
花
有
り
と
や
こ
こ
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く

︵
巻
第
一
・
春
歌
上
・
三
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶︵
梅
花
ヲ
︶
折
り
取
っ
た
の
で
︵
私
ノ
︶
袖
が
か
お
っ
て
い
る
の
だ
︒

︵
梅
花
ガ
︶
こ
こ
に
咲
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
︑︵
鶯
ガ
︶
鳴
い
て
い
る
こ
と

よ
︒ 

 

︵
説
明
︶こ
の
歌
で
は
︑上
二
句
の
短
文
の
目
的
語︵
梅
花
ヲ
︶を
第
三
句
に
置
き
︑

下
二
句
の
主
語
の
一
つ
と
し
て
﹁
梅
花
ガ
﹂
が
第
三
句
に
置
か
れ
た
︑
と
見
る
べ
き
だ

か
ら
︑
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
は
認
め
ら
れ
る
が
︑
下
三
句
は
﹁
梅
花
ガ
﹂
が
主
語
の

一
つ
と
し
て
文
を
構
成
し
て
い
る
の
で
︑
三
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
︒ 

・ 

君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む

┌

係
り
結
び┐

 二
句
切
れ

梅
花
色
を
も
か
を
も
し
る
人
ぞ
し
る︵
巻
第
一
・

春
歌
上
・
三
八
・
と
も
の
り
＊
紀
友
則
︒
筆
者
注
︶ 

 

︵
説
明
︶
第
三
句
﹁
梅
花
﹂
は
︵
梅
花
ハ
︶
と
上
二
句
の
短
文
の
主
語
と
し
て
倒
置

的
に
か
か
り
第
二
句
は
﹁
か
ー
ー
む
﹂
の
係
り
結
び
と
し
て
文
が
終
わ
っ
て
い
る
の
で

二
句
切
れ
が
︑
下
二
句
の
短
文
に
対
し
て
は
︵
梅
花
ノ
︶
と
連
体
的
か
つ
上
下
に
か
か

っ
て
い
る
か
ら
中
実
構
成
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
が
︑
三
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
な

い
︒ 

・ 

か
き
く
ら
し
こ
と
は
ふ
ら
な
む

 二
句
切
れ

春
雨
に
ぬ
れ
ぎ
ぬ
き
せ
て
君
を
と
ど
め
む

︵
巻
第
八
・
離
別
歌
・
四
〇
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶︵
春
雨
ヨ
︒︶︵
注
５
︶
ど
う
せ
同
じ
こ
と
な
ら
︑
空
を
か
き
暗
く
し
て

ひ
ど
く
降
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
︒︵
春
雨
ニ
︶
無
実
の
罪
を
負
わ
せ
︑︵
私
ハ
︶
あ
な
た

を
い
つ
ま
で
も
と
ど
め
て
お
こ
う
︒ 

 

︵
説
明
︶
上
二
句
の
呼
び
か
け
の
対
象
︵
主
語
︶
は
﹁
春
雨
ョ
︒﹂︑
下
三
句
の
短
文

は
﹁
春
雨
の
せ
い
に
し
て
︵
私
ハ
︶﹂
の
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑
歌
の
主
題
と

し
て
は
﹁
春
雨
﹂
で
あ
る
こ
と
は
疑
義
が
な
い
か
ら
︑
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
が
認
め

ら
れ
よ
う
︒
た
だ
し
︑﹁
春
雨
ニ
﹂
は
文
が
終
わ
ら
ず
次
句
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

呼
び
か
け
表
現
な
が
ら
三
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
︒ 

・ 

あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め

┌

係

り

結

び

┐

 二
句
切
れ

涙
河
身
さ
へ
流
が
る
と
き
か
ば
た
の
ま
む

︵
巻
第
一
三
・
恋
歌
・
六
一
八
・
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
＊
在
原
業
平
︒
筆
者
注
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶﹁︵
涙
河
ガ
︶
浅
イ
カ
ラ
コ
ソ
﹂
袖
が
ぬ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
︒﹁︵
涙
河

ガ
︶
深
ク
ナ
リ
︑
ア
ナ
タ
ノ
﹂
身
体
ま
で
流
れ
た
と
聞
け
ば
︑︵
私
ハ
︶
あ
な
た
を
信

用
し
ま
し
ょ
う
︒ 

 

︵
説
明
︶
上
二
句
の
短
文
の
主
語
は
﹁
涙
河
ノ
浅
ミ
﹂
と
な
ろ
う
か
ら
︑
上
の
句
の

短
文
は
主
語
﹁
浅
ミ
﹂
に
連
体
修
飾
語
と
し
て
か
か
る
﹁
涙
河
ノ
﹂
が
倒
置
さ
れ
て
︑
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第
三
句
に
収
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
下
の
句
の
短
文
の
主
語
の
一
つ
は
﹁
涙
河

ノ
深
ミ
﹂
と
想
定
で
き
る
か
ら
︑
こ
の
例
歌
も
︑
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
は
認
め
ら
れ

る
が
︑
三
句
切
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
︒ 

・ 

そ
こ
ひ
な
き
ふ
ち
や
は
さ
わ
ぐ

┌

係
り
結
び

┐

 二
句
切
れ

山
河
の
あ
さ
き
せ
に
こ
そ
あ
だ
な
み
は
た

て
︵
巻
第
一
四
・
恋
歌
四
・
七
二
二
・
そ
せ
い
法
師
＊
素
性
法
師
︒
筆
者
注
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶
底
知
れ
な
い
︵
山
河
ノ
︶
渕
は
音
を
た
て
て
ざ
わ
つ
く
こ
と
が
あ
ろ
う

か
︒︵
山
河
ノ
︶
浅
い
瀬
に
こ
そ
徒
波
︵
ア
ダ
ナ
ミ
︒
い
た
ず
ら
に
立
ち
騒
ぐ
波
の
こ

と
︒多
く
は
︑変
わ
り
や
す
い
人
の
心
や
む
な
し
い
色
恋
の
う
わ
さ
の
た
と
え
と
な
る
︒︶

は
立
つ
も
の
な
の
だ
︒ 

 

︵
説
明
︶
上
三
句
の
短
文
は
﹁
そ
こ
ひ
な
き
ふ
ち
﹂
が
主
語
で
︑
述
語
﹁
や
は
さ
わ

ぐ
﹂
の
係
り
結
び
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
ま
ず
は
二
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒

第
三
句
以
下
で
は
﹁
山
河
の
あ
さ
き
瀬
﹂
に
立
つ
﹁
あ
だ
な
み
﹂
が
主
語
で
︑
確
か
に

﹁
山
河
の
﹂
は
上
二
句
と
下
二
句
に
共
通
す
る
語
句
で
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
を
歌
の

主
題
と
す
る
に
は
︑
い
さ
さ
か
の
疑
義
が
あ
る
︒ 

② 

長
文
︵
述
部
の
倒
置
︶
表
現
一
首 

・ 

か
つ
こ
え
て
わ
か
れ
も
ゆ
く
か

 二
句
切
れ

あ
ふ
さ
か
は
人
だ
の
め
な
る
名
に
こ
そ
あ

り
け
れ
︵
巻
第
八
・
離
別
歌
・
三
九
〇
・
つ
ら
ゆ
き
＊
紀
貫
之
︒
筆
者
注
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶︵
逢
坂
ト
ハ
人
ガ
逢
ウ
坂
ダ
ト
思
ツ
テ
イ
タ
ノ
ニ
︶
一
方
で
は
︑︵
ア
ナ

タ
ハ
私
ヲ
振
リ
切
ツ
テ
︶
別
れ
て
い
く
の
か
︒︵
逢
坂
ト
ハ
︶
人
に
む
な
し
い
期
待
を

さ
せ
る
名
前
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
︒ 

 

︵
説
明
︶﹁
逢
坂
の
関
﹂
は
︑
滋
賀
県
大
津
市
に
あ
る
逢
坂
山
に
設
け
ら
れ
た
関
所

の
こ
と
で
︑
い
わ
ゆ
る
三
関
の
一
つ
︒
大
化
二
︵
六
四
六
︶
年
に
設
置
さ
れ
た
が
︑
平

安
遷
都
の
頃
に
廃
止
さ
れ
た
︒
逢
坂
の
関
は
都
と
の
別
れ
の
場
所
で
は
あ
っ
た
が
︑
逆

に
︑
都
へ
帰
っ
て
く
る
人
々
に
と
っ
て
は
出
会
い
の
場
所
と
も
な
っ
た
︒
こ
の
歌
の
上

二
句
の
短
文
は
︑﹁
逢
坂
ト
イ
ウ
名
前
ニ
モ
カ
カ
ワ
ラ
ズ
︑﹂一
方
で
は
別
れ
て
い
く
か
︑

と
い
う
含
意
と
し
て
潜
在
す
る
だ
け
で
︑
第
三
句
の
﹁
あ
ふ
さ
か
は
﹂
と
い
う
語
句
は

下
二
句
の
短
文
の
主
語
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒し
た
が
っ
て
︑

第
三
句
に
置
か
れ
た
﹁
あ
ふ
さ
か
は
﹂
が
中
実
構
成
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
︑

い
さ
さ
か
の
疑
義
が
あ
る
︒ 

③ 

呼
び
か
け
表
現
一
首 

・ 

名
に
め
で
て
を
れ
る
ば
か
り
ぞ

 二
句
切
れ

を
み
な
へ
し

 三
句
切
れ

我
お
ち
に
き
と
人
に
か

た
る
な︵
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
二
二
六
・
僧
正
へ
ん
ぜ
う
＊
僧
正
遍
照
︒筆
者
注
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶︵
を
み
な
へ
し
ト
イ
ウ
植
物
︶
名
に
ひ
か
れ
て
折
っ
て
み
た
だ
け
な
の

だ
︒
女
郎
花
ョ
︒︵
私
ガ
を
み
な
ニ
︶
迷
っ
て
堕
落
し
た
な
ど
と
人
に
し
ゃ
べ
ら
な
い

で
く
れ
︒ 

 

︵
説
明
︶
上
二
句
の
短
文
は
︑﹁︵
私
ガ
女
郎
花
ト
イ
ウ
植
物
︶
名
ニ
ヒ
カ
レ
テ
﹂
を

含
意
と
し
て
︑﹁
を
れ
る
ば
か
り
ぞ
﹂と
断
定
の
終
助
詞
で
文
が
終
わ
っ
て
い
る
の
で
︑

ま
ず
︑
二
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
次
に
︑
下
二
句
の
短
文
は
︑
第
三
句
に
置
か
れ
て

い
る
﹁
を
み
な
へ
し
﹂
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
内
容
を
有
し
て
い
る
の
で
︑
下
三
句
は

独
立
し
た
呼
び
か
け
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
第
三
句
は
﹁
を
み
な
へ
し
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ョ
︒﹂
と
口
語
訳
で
き
る
か
ら
︑
三
句
切
れ
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
を
み
な
へ
し
﹂
を
中
実
と
す
る
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
＋
三
句
切
れ
︑
と
い
う
珍
し

い
構
文
の
発
生
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒ 

二 

古
今
歌
の
﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂
と
中
実
構
成
と
の
関
連
︵
因
果
関
係
︶ 

（一） 

古
今
歌
に
お
け
る
三
句
切
れ
と
中
実
構
成
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
例
歌
を
い

く
つ
か
挙
げ
て
み
る
︒ 

・ 

を
り
と
ら
ば
を
し
げ
に
も
あ
る
か

 二
句
切
れ

桜
花

 三
句
切
れ

い
ざ
や
ど
か
り
て
ち
る
ま
で

は
見
む
︵
巻
第
一
・
春
歌
上
・
六
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

 

︵
口
語
訳
︶︵
桜
花
ハ
︶折
り
と
っ
た
な
ら
惜
し
げ
に
思
わ
れ
た
こ
と
だ
︒︵
桜
花
ョ
︒︶

さ
あ
︑
こ
こ
に
宿
を
借
り
て
︑
散
る
ま
で
眺
め
よ
う
︒ 

 

︵
説
明
︶
こ
の
歌
の
上
二
句
の
短
文
は
︑
短
文
表
現
の
述
部
の
倒
置
と
も
呼
び
か
け

表
現
の
述
部
の
倒
置
と
も
と
れ
る
が
︑
第
二
句
の
終
わ
り
の
﹁
か
﹂
を
詠
嘆
の
終
助
詞

︵
注
４
︶
と
す
る
な
ら
ば
︑
ま
ず
二
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
次
に
︑
第
三
句
以
下
の

短
文
を
呼
び
か
け
表
現
と
す
る
な
ら
︑
第
三
句
は
﹁
桜
花
ョ
︒﹂
と
口
語
訳
で
き
る
か

ら
︑
三
句
切
れ
も
認
め
ら
れ
る
︒
句
切
れ
の
認
定
基
準
と
し
て
﹁
文
法
的
に
見
て
句
が

切
れ
て
い
る
も
の
だ
け
に
句
切
れ
を
認
め
る
﹂︵
注
１
︒
前
出
︶
と
す
る
な
ら
︑
中
実

構
成
の
判
断
基
準
に
も
同
様
の
立
場
が
肝
要
と
な
ろ
う
︒
こ
の
歌
の
場
合
︑
句
切
れ
と

し
て
二
句
切
れ
・
三
句
切
れ
が
︑
中
実
構
成
と
し
て
﹁
桜
花
﹂
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

・ 

い
の
ち
や
は
な
に
ぞ
は
つ
ゆ
の
あ
だ
物
を

 三
句
切
れ

あ
ふ
に
し
か
へ
ば
を
し
か
ら
な

く
に
︵
巻
第
一
二
・
恋
歌
二
・
六
一
五
・
と
も
の
り
＊
紀
友
則
︒
筆
者
注
︶ 

︵
口
語
訳
︶
命
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
よ
︒︵
命

ナ
ド
︶
恋
し
い
人
に
逢
う
こ
と
と
引
き
換
え
て
も
惜
し
く
な
ど
な
い
の
に
︒ 

︵
説
明
︶
久
曽
神
昇
氏
︵
注
４
︶
や
小
沢
正
夫
氏
︵
注
５
︶
は
︑
こ
の
歌
の
初
句

を
﹁
命
や
は
﹂︑
第
二
句
を
﹁
な
に
ぞ
は
つ
ゆ
の
﹂
と
し
て
口
語
訳
し
て
い
る
が
︑

筆
者
は
︑
第
二
句
の
句
切
れ
﹁―

―

な
に
﹂
ま
で
含
ん
で
初
句
扱
い
︑﹁―

―

そ
は

つ
ゆ
の
あ
だ
物
を
﹂ま
で
を
第
二
句
・
三
句
扱
い
と
し
て
口
語
訳
す
べ
き
と
し
た
︒

そ
う
す
る
と
︑
歌
の
前
半
で
は
露
の
よ
う
に
﹁
ハ
カ
ナ
イ
命
﹂︑
後
半
で
は
あ
い
び

き
と
引
き
換
え
て
も
﹁
惜
シ
ク
ナ
イ
命
﹂
を
﹁
あ
だ
物
﹂
と
表
現
し
た
と
す
れ
ば

第
三
句
﹁
あ
だ
物
を
﹂
は
︑
客
観
的
な
態
度
と
し
て
﹁
命
﹂
を
評
価
し
た
こ
と
と

な
り
︑
中
実
構
成
の
語
句
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︒ 

（二） 

別
表
１
及
び
２
に
よ
れ
ば
︑
①
万
葉
歌
の
三
句
切
れ
は
句
切
れ
計
八
三
五
回
中

九
〇
回
・
11
％
︑
う
ち
短
文
表
現
四
七
回
・
６
％
︑
長
文
表
現
︵
述
部
の
倒
置
︶
二

四
回
・
３
％
︑
呼
び
か
け
表
現
一
九
回
・
２
％
の
と
こ
ろ
︑
②
古
今
歌
の
三
句
切
れ
は

句
切
れ
計
四
六
一
回
中
一
六
二
回
・
35
％
︑
う
ち
短
文
表
現
一
一
六
回
・
25
％
︑

長
文
表
現
︵
述
部
の
倒
置
︶
三
一
回
・
７
％
︑
呼
び
か
け
表
現
一
五
回
・
３
％
と
あ
る

の
で
︑
短
文
表
現
の
大
幅
な
増
加
と
長
文
表
現
︑
呼
び
か
け
表
現
の
小
幅
な
増
加
に
よ

り
﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
︒ 

 

他
方
︑
古
今
歌
の
三
句
切
れ
に
含
ま
れ
る
中
実
構
成
は
一
一
回
・
２
％
に
過
ぎ
ず
︑

そ
の
内
訳
を
表
現
区
分
別
に
見
て
も
︑
呼
び
か
け
表
現
で
一
〇
回
・
２
％
︑
短
文
表
現
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で
一
回
・
０
％
と
な
る
︒別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑古
今
歌
の
三
句
切
れ
に
お
い
て
は
︑

中
実
構
成
を
伴
う
も
の
は
表
現
区
分
別
に
見
て
も
極
く
少
数
に
過
ぎ
ず
︑万
葉
歌
の
三

句
切
れ
か
ら
古
今
歌
の
三
句
切
れ
へ
の
増
加
率
24
％
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
︑
中
実
構

成
以
外
の
表
現
技
法
に
因
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒繰
り
返
し
に
な
る

か
も
知
れ
な
い
が
︑
古
今
歌
の
﹁
中
実
構
成
＋
三
句
切
れ
﹂
の
う
ち
例
歌
と
し
て
示
し

た
も
の
を
除
き
︑
余
歌
全
て
を
類
歌
と
し
て
掲
げ
て
お
く
︒ 

（三） 

古
今
歌
に
お
け
る
中
実
構
成
＋
三
句
切
れ
の
類
歌
︵
呼
び
か
け
表
現
七
首
の
み
︶ 

・ 

ち
り
ぬ
と
も
か
を
だ
に
の
こ
せ

 二
句
切
れ

梅
花

 三
句
切
れ

こ
ひ
し
き
時
の
お
も
ひ
で
に
せ

む
︵
巻
第
一
・
春
歌
上
・
四
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
︶ 

・ 

山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花

 三
句
切
れ

い
た
く
な
わ
び
そ

 四
句
切
れ

我
見
は
や
さ

む
︵
巻
第
一
・
春
歌
上
・
五
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

・  

五
月
こ
ば
な
き
も
ふ
り
な
む

 二
句
切
れ

郭
公

 三
句
切
れ

ま
だ
し
き
ほ
ど
の
こ
ゑ
を
き
か

ば
や
︵
巻
第
三
・
夏
歌
・
一
三
八
・
伊
勢
︶ 

︵
口
語
訳
︶
五
月
が
来
た
ら
鳴
き
声
も
古
び
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
郭
公
ョ
︒
ま
だ
そ
の

時
節
で
は
な
い
頃
の
︵
新
鮮
ナ
鳴
キ
︶
声
を
聞
き
た
い
も
の
だ
︒ 

︵
説
明
︶
こ
の
歌
の
第
二
句
﹁
な
き
も
ふ
り
な
む
﹂
を
﹁
鳴
キ
声
モ
古
ビ
テ
シ
マ
ウ
ダ

ロ
ウ
︒﹂
と
口
語
訳
し
た
が
︑﹁
ふ
り
な
む
﹂
は
動
詞
︵
ラ
行
上
二
段
活
用
︶﹁
古
る
﹂

の
連
用
形
＋
完
了
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
未
然
形
＋
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
終
止
形
と
み
た
の

で
︑
ま
ず
二
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
上
二
句
は
呼
び
か
け
表
現
の
述
部
が
倒
置
し
︑

か
つ
︑
下
二
句
は
﹁
郭
公
ョ
︒﹂
を
呼
び
か
け
の
相
手
︵
対
象
︶
と
す
る
呼
び
か
け 

表
現
と
す
る
と
︑﹁
郭
公
﹂
は
中
実
構
成
と
し
て
な
じ
み
︑
か
つ
︑
三
句
切
れ
も
認
め

ら
れ
る
︒ 

・ 

今
さ
ら
に
山
へ
か
へ
る
な

 二
句
切
れ

郭
公

 二
句
切
れ

こ
ゑ
の
か
ぎ
り
は
わ
が
や
ど
に
な
け

︵
巻
第
三
・
夏
歌
・
一
五
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

・ 

露
な
が
ら
を
り
て
か
ざ
さ
む

 二
句
切
れ

き
く
の
花

 三
句
切
れ

お
い
せ
ぬ
秋
の
ひ
さ
し
か
る

べ
く
︵
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
二
七
〇
・
き
の
と
も
の
り
＊
紀
友
則
︒
筆
者
注
︶ 

︵
口
語
訳
︶︵
皆
ノ
衆
ヨ
︒
き
く
の
花
ヲ
︶
露
の
置
い
た
ま
ま
折
り
と
っ
て
か
ざ
し
に

し
よ
う
︒
老
い
る
こ
と
の
な
い
︵
き
く
の
花
ノ
ヨ
ウ
ナ
︶
秋
が
長
く
続
く
よ
う
に
︵
願

ウ
︶︒ 

 

︵
説
明
︶
上
三
句
の
呼
び
か
け
表
現
の
中
で
︑﹁
き
く
の
花
﹂
は
主
語
で
は
な
く
︑

﹁
折
り
て
か
ざ
す
﹂
の
目
的
語
で
あ
る
︒﹁
か
ざ
さ
む
﹂
を
四
段
活
用
の
動
詞
﹁
か
ざ
・

す
﹂
の
未
然
形
＋
推
量
の
助
動
詞
﹁
む
﹂
の
終
止
形
と
す
れ
ば
二
句
切
れ
は
認
め
ら
れ

る
︒
下
二
句
の
短
文
表
現
の
主
語
は
﹁
き
く
の
花
﹂
で
は
な
く
︑﹁
老
い
せ
ぬ
秋
﹂
で

あ
る
か
ら
︑
久
曽
神
昇
氏
︵
注
４
・
前
出
︶
が
い
う
﹁
菊
に
よ
せ
て
秋
と
い
っ
た
︒﹂

と
し
て
も
︑
中
実
構
成
と
す
る
に
は
や
や
共
通
性
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
︒
第
三
句

﹁
き
く
の
花
﹂
を
﹁
菊
の
花
ョ
︒﹂
と
呼
び
か
け
表
現
と
し
て
認
識
す
る
な
ら
ば
三
句

切
れ
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒ 

・ 
も
ろ
と
も
に
な
き
て
と
ど
め
よ

 二
句
切
れ

蛬

 三
句
切
れ

秋
の
わ
か
れ
は
を
し
く
や
は
あ
ら

ぬ
︵
巻
第
八
・
離
別
歌
・
三
八
五
・
ふ
ぢ
わ
ら
の
か
ね
も
ち
＊
藤
原
兼
茂
︒
筆
者

注
︶ 
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︵
説
明
︶
こ
の
歌
の
上
三
句
は
呼
び
か
け
表
現
の
述
部
が
倒
置
さ
れ
た
も
の
で
︑
ま

ず
二
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
下
三
句
は
﹁
蚕
ョ
︒―

―

や
は
あ
ら
ぬ
﹂
と
︑

そ
れ
も
呼
び
か
け
表
現
な
の
で
三
句
切
れ
が
認
め
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
つ
の
呼
び

か
け
表
現
の
相
手
︵
対
象
︶
が
第
三
句
に
収
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
最
も
強
力
な
中
実
構

成
と
い
う
こ
と
が
で
き
︑
結
果
と
し
て
︑
二
句
切
れ
＋
中
実
構
成
＋
三
句
切
れ
と
い
う

珍
し
い
文
の
構
成
が
成
り
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
︒ 

・ 

し
ひ
て
行
く
人
を
と
ど
め
む

 二
句
切
れ

桜
花

 三
句
切
れ

い
づ
れ
を
道
と
迷
ふ
ま
で
ち
れ︵
巻

第
八
・
離
別
歌
・
四
〇
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶ 

 

お
わ
り
に
︵
一
応
の
ま
と
め
︶ 

小
沢
正
夫
氏
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
注
５
・
前
出
︶
の
﹁
解
説
﹂
で
︑ 

﹁﹃
古
今
集
﹄
で
は
︑
歌
の
主
題
と
な
る
体
言
が
多
く
の
場
合
︑
第
三
句
に
あ
り
︑
こ

れ
を
﹁
中
実
﹂
と
い
う
︵﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
に
は
﹁
上
実
﹂
が
多
く
︑﹃
新
古
今
集
﹄
で

は
﹁
下
実
﹂
が
多
い
︒︶
も
っ
と
も
︑
上
実
・
中
実
・
下
実
と
い
う
こ
と
は
︑
各
時
代

の
大
体
の
傾
向
に
過
ぎ
な
い
︒﹂︑
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒ 

 

か
つ
て
︑
筆
者
も
︑
先
行
研
究
﹁
詠
歌
年
代
が
明
ら
か
な
万
葉
歌
︑
及
び
古
今
歌

に
お
け
る
句
の
切
れ
と
続
き
﹂
で
︑
両
集
の
和
歌
︵
短
歌
︶
に
お
け
る
句
切
れ
の
傾
向

を
調
べ
︑
古
今
歌
に
お
け
る
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂︑﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂
に
つ
き

詳
述
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
今
回
の
研
究
で
は
︑
古
今
歌
に
お
い
て
︑
二
句
切
れ
が
減
ら

な
い
原
因
︑
三
句
切
れ
が
増
え
る
原
因
と
し
て
︑﹁
中
実
﹂
構
成
が
ど
う
か
か
わ
っ
て

い
る
か
に
接
近
し
た
い
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒ 

（一） 

古
今
歌
に
お
け
る
二
句
切
れ
と
中
実
構
成
と
は
相
当
の
強
さ
︵
別
表
２
の
と
お

り
︑二
句
切
れ
43
％
の
う
ち
中
実
構
成
を
伴
う
も
の
13
％
︶で
因
果
関
係
が
あ
る
︒ 

 

別
表
２
の
と
お
り
︑古
今
歌
に
お
け
る
二
句
切
れ
は
句
切
れ
計
四
六
一
回
中
一
九
九

回
︑
う
ち
中
実
構
成
を
伴
う
も
の
一
九
九
回
中
六
〇
回
・
43
％
中
13
％
︑
13
％
の

う
ち
の
９
％
は
短
文
表
現
と
み
ら
れ
︑
か
つ
︑
中
実
構
成
を
伴
わ
な
か
っ
た
ら
︑
二
句

切
れ
は
１
％
減
少
で
は
す
ま
な
か
っ
た
︑
と
み
ら
れ
る
︒ 

（二） 

古
今
歌
に
お
け
る
三
句
切
れ
と
中
実
構
成
と
は
別
表
２
の
と
と
お
り
三
句
切

れ
35
％
の
う
ち
中
実
構
成
を
伴
う
も
の
２
％
と
︑
因
果
関
係
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︒ 

 

別
表
２
の
と
お
り
︑古
今
歌
に
お
け
る
三
句
切
れ
は
句
切
れ
計
四
六
一
回
中
一
六
二

回
︑
う
ち
中
実
構
成
を
伴
う
も
の
一
六
二
回
中
一
一
回
・
35
％
中
２
％
︒
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
呼
び
か
け
表
現
が
占
め
て
い
る
︒ 

 

古
今
歌
の
三
句
切
れ
一
六
二
回
中
一
一
六
回
・
35
％
中
25
％
を
短
文
表
現
が
占

め
る
も
の
の
︑
中
実
構
成
を
伴
わ
な
い
か
ら
︑﹁
三
句
切
れ
の
多
く
は
中
実
構
成
以
外

の
原
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
﹂︑︑
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
恐
ら
く
︑
①

短
文
表
現
︵
上
の
句
で
１
短
文
︑
下
の
句
で
１
短
文
の
複
文
的
構
造
︶
の
重
視
︑
②
表

現
区
分
を
問
わ
ず
主
・
述
の
位
置
の
逆
転
な
ど
が
そ
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
︑
と
見
ら

れ
る
︒ 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
古
今
歌
の
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂
に
は
中
実
構
成
が
関
与
し
︑

﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂
に
は
関
与
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒ 
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こ
れ
を
和
歌
︵
短
歌
︶
史
的
に
解
釈
す
る
と
︑
①
古
今
歌
の
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂︑

﹁
増
え
る
三
句
切
れ
﹂は
と
も
に
万
葉
歌
か
ら
新
古
今
歌
へ
の
句
切
れ
上
の
過
渡
的
形

態
を
示
す
︑
②
○ア
万
葉
歌
の
二
句
切
れ
で
は
呼
び
か
け
表
現
・
長
文
表
現
対
短
文
表
現

の
割
合
が
７
％
対
37
％
の
と
こ
ろ
︑
古
今
歌
の
二
句
切
れ
で
は
12
％
対
32
％
と
︑

呼
び
か
け
表
現
・
長
文
表
現
の
重
視
は
指
摘
で
き
て
も
︑
短
文
表
現
に
つ
い
て
は
軽
視

の
傾
向
を
指
摘
で
き
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
︒
逆
に
︑
○イ
万
葉
歌
の
三
句
切
れ
で

は
前
者
対
後
者
の
割
合
が
５
％
対
６
％
の
と
こ
ろ
︑
古
今
歌
の
三
句
切
れ
で
は
10
％

対
25
％→

２
倍
対
４
倍
へ
と
呼
び
か
け
表
現
・
長
文
表
現
の
増
加
傾
向
は
と
も
か
く
︑

短
文
表
現
の
重
視
を
指
摘
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
さ
ら
に
︑
③

古
今
歌
に
お
け
る
﹁
三
句
切
れ
と
中
実
構
成
﹂︑﹁
中
実
構
成
と
三
句
切
れ
﹂
と
の
関
連

︵
因
果
関
係
︶
で
い
え
ば
︑
○ア
前
者
に
あ
っ
て
は
︑
二
句
切
れ
一
九
九
回
中
六
〇
回
の

中
実
構
成
が
な
け
れ
ば
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
し
︑
○イ

後
者
に
あ
っ
て
は
︑
三
句
切
れ
一
六
二
回
中
一
一
回
の
中
実
構
成
が
な
く
て
も
﹁
増
え

る
三
句
切
れ
﹂
は
実
現
で
き
た
︑
と
見
な
さ
れ
よ
う
︒ 

 

注 

１ 

犬
養
寛
氏
ほ
か
編
集
﹃
和
歌
大
辞
典
﹄︵
昭
和
61
・
３
・
明
治
書
院
・﹁
中
実
﹂ 

︵
小
沢
正
夫
︶︶ 

 
 

 

２ 

築
瀬
一
雄
氏
監
修
・
小
林
和
彦
氏
著
﹃
古
典
新
釈
シ
リ
ー
ズ
⑤
古
今
和
歌
集
﹄ 

 
 

︵
１
９
７
８
・
９
・
中
道
館
︶ 

 

３ 

山
口
尭
二
・
鈴
木
日
出
男
氏
編
﹃
全
訳
全
解
古
語
辞
典
﹄︵
二
〇
〇
四
・
一
〇
・
文
英
堂
︶ 

 

４ 

久
曽
神
昇
氏
﹃
古
今
和
歌
集
︵
一
︶
～
︵
四
︶
全
訳
注
﹄︵
一
九
七
九
・
一
〇
・
講
談
社
︶ 

 

５ 

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
氏
校
注
・
訳
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
一
九
九
四
・
一
一
・
二
〇
・ 

小
学
館
︶ 

 

６ 

拙
稿
﹁
和
歌
︵
短
歌
︶
の
表
現
技
法—

古
今
歌
の
﹁
減
ら
な
い
二
句
切
れ
﹂
と
﹁
増
え
る 

三
句
切
れ
﹂—

に
関
す
る
一
考
察
﹂︵
H
P
﹃
U 

E
J
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
三
五
号
﹄・ 

 

二
〇
二
一
・
三
・
一
・
全
日
本
大
学
開
放
推
進
機
構
︶ 

︵
テ
ク
ス
ト
︶ 

︵
１
︶ 

万
葉
歌
に
つ
い
て
は
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
第
二
巻
︵
昭
和
59
・
３
・
角
川
書
店
︶
の

う
ち
﹁
詠
歌
年
代
が
明
ら
か
な
二
〇
九
五
首
︵
土
屋
文
明
氏
編
﹃
萬
葉
集
年
表
﹄
第
二

版
・
昭
和
59
・
３
・
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
︒ 

︵
２
︶ 

古
今
歌
に
つ
い
て
は
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
第
一
巻
︵
昭
和
58
・
３
・
角
川
書
店
︶
の

う
ち
墨
消
歌
一
一
首
を
除
く
一
〇
九
一
首
に
よ
る
︒ 

 
 

 

浅
岡 

純
朗 

︵
あ
さ
お
か
・
す
み
あ
き
／
全
日
本
大
学
開
放
推
進
機
構
監
事
︶ 

﹁ 

和
歌
︵
短
歌
︶
の
表
現
技
法 

万
葉
歌
︵
音
声
の
時
代
︶
の
枕
詞
・
序
詞
か
ら 

古
今
歌
︵
文
字
の
時
代
︶
の
掛
詞
・
縁
語
へ
の
変
遷
に
か
か
る
一
考
察
﹂ 

︵
同
前
誌
︑
第
三
十
七
号
︑
二
〇
二
一
年
一
〇
月
︶ 



(%は少数１位を４捨５入）

句と句のつなぎ目 句の切れ目 ① ② ① ②
初句・第二句 初句切れ 19 2 1 2076 99
第二句・第三句 二句切れ 365 44 17 1730 83
第三句・第四句 三句切れ 90 11 4 2005 96
第四句・第五句 四句切れ 361 43 17 1734 83

句切れ計 835 100 10 7545 100 90
万葉歌数 2095
句切れ歌 770
無句切れ歌 1325
初句・第二句 初句切れ 20 4 2 1071 98
第二句・第三句 二句切れ 199 43 18 892 82
第三句・第四句 三句切れ 162 35 15 929 85
第四句・第五句 四句切れ 80 18 7 1011 93

句切れ計 461 100 11 3903 100 89
古今歌数 1091
句切れ歌 411
無句切れ歌 680

構成比（％）句切れを除く
つなぎ目

句の続き
別表１　詠歌年代が明らかな万葉歌及び古今歌における句の切れと続き

万
葉
歌

古
今
歌

句切れ
構成比（％）

句の切れ
区分



(%は少数１位を４捨５入）

呼びかけ表
現

長文表現 短文表現 摘要

述部の倒置 西暦 和暦

24 30 311 365

3 4 37 44

19 24 47 90

2 3 6 11

26 27 146 199

9 11 40 60

1 1 760~808
天平宝字4~
大同3

読人しらず 3 5 11 19 809~849 大同4~嘉祥2

六歌仙 3 2 4 9 850~890 嘉祥3~寛平2

撰者 3 4 24 31 891~945 寛平3~天慶2

実数分 6 6 32 43

増△減 +3 +2 △5 △1

うち中実構成分 2 2 9 13

15 31 116 162

10 - 1 11

- - - - 760~808
天平宝字4~
大同3

読人しらず 4 - - 4 809~849 大同4~嘉祥2

六歌仙 2 - - 2 850~890 嘉祥3~寛平2

撰者 4 - 1 5 891~945 寛平3~天慶2

実数分 3 7 25 35

増△減 +1 +4 +19 +24

うち中実構成分 2 - 0 2

別表２　古今和歌（短歌）における二句切れ・三句切れの成因別増△減と「中実」構成の寄与度の比較

表現区分
合計

古
今
歌

実数

うち中実構成

実数

うち中実構成

内
訳

構
成
比

(

％

)

内
訳

構
成
比

（
％
）

三
句
切
れ

二
句
切
れ
三
句
切
れ

二
句
切
れ

年代順・時期区分

実数

構成比（％）

実数

構成比（％）

（表現句軍の特記事項）

万
葉
歌


