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〔
研
究

ノ
ー

ト
〕

『玉

葉

集

』

に

お

け

る

「
心

の
底

」

山

根

秋

乃

 

『
玉
葉
集
』
『
風
雅
集
』

を
代
表
と
す
る
京
極
派
和
歌
は
、
近
年
歌
壇

史

の

側
面

か
ら
、
ま
た
詠
法
や
歌
風

に
お
よ
ん
で
そ
の
研
究
は
進
展

し

つ
つ
あ

る
。

 

そ
の
う
ち
京
極
派
和
歌

の
用
語

に
つ
い
て
は
、
古
く
佐

々
木
治

綱

博

士

が

『
伏
見
院
御
製

の
研
究
』
『
永
福
門
院
』

に
お

い
て
、
伏
見
院
と
永
福
門

院

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

好
ん
で
用

い
る

い
く

つ
か
の
語
を
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

ま
た
岩
佐

美

代

子

氏

は
、
国
歌
大
観

に
よ
る
検
索

か
ら
、
五
句
各

々
の
句

に
お
け
る
京
極

派
和
歌

の

 
 
 
 

(2
)

表
現

の
特
異
性
と

い
う

こ
と
を
示
さ
れ

た
。
さ
ら
に
近
年

で
は
、
叙
景
歌

を
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
) 
 
 
 
 
 

(4
)

心
と
し
て
歌
題
や
語
彙

の
面

か
ら
鹿
目
俊
彦
氏
、
岩
松
研
吉
郎
氏
等
が
、
詠
出

方
法

か
ら
歌
風

に
お
よ
ん
で
京
極
派
和
歌

の
特

性
を
示
さ
れ
る
な
ど
、
そ

の
研

究
の
成
果

は
徐

々
に
つ
み
重

ね
ら
れ

つ
つ
あ
る
。

 

こ
れ
ら
先
学

の
研
究
成
果
を
基
盤
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
「
心

の

底
」

と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

う
言
葉

に
注
目
し
、
特

に

『
玉
葉
集
』

で
の
詠
作
方
法
と
そ

の
意
味

を
中

心
と

し
て
考
え

て
み
た

い
。

 

『
玉
葉
集
』

の
中

に
は

「
心

の
底
」

出
さ
れ
る
。
(
詞
書
は
省
略
す
る
)

を
含
む
歌
と
し
て
、
次

の
七
首
が
見

い

し
ら
れ
ず
も
心
の
そ
こ
や
春

に
な
る
時
な

る
比
と
花
の
ま
た
る
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伏
見
院

(巻

一
・
春
上

・

一
二
八
)

つ
ひ

に
か
か
る
う
さ

に
も
な
ら
ぽ
な

に
か
わ
が

お
も
ふ
心

の
そ

こ
を
み
せ

け

ん

噸 
 

 
 
 
 

 
 

教
良
女

(
巻
十

一
・
恋

三

・
一
五
三
三
)

人
は
し
ら
じ
心
の
そ

こ
の
あ
は
れ
の
み
な
ぐ
さ
め
が

た
く
な
り
ま
さ
る
比

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
伏
見
院

(
同
右

・
一
五
五
八
)

お
も
は
じ
と
思

ふ
ぼ

か
り
は
か
な
は
ね
ば
心
の
そ
こ
よ
お
も
は
れ
ず
な
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遊
義
門
院

(
同
右

・
一
五
八
五
)

う
き
を
う
し
と
い
は
ぬ
よ
り
ま
つ

さ
き
だ
ち
て
心
の
そ

こ
を
し
る
涙
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朔
平
門
院

(
同
右

・
一
七
八
九
)

な
が
む
れ
ぽ

心
の
そ
こ
ぞ
す
み
ま
さ
る
三
井

の
し
水

に
う

つ
る
月

か
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
道
珍

(
巻
十
九

・
釈
教

・
二
六
九
〇
)

い
は
し
水
な
が

れ
の
末

の
さ
か
ゆ

る
は
心
の
そ
こ
の
す
め
る
ゆ
ゑ

か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
後

深
草
院

(
巻
二
十

・
神
舐

・
二
七

六
四
)
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こ
れ
ら
七
首

の
う

ち
釈
教
と
神
祇

の
二
首

を
除

い
た
五
首

は
、

い
わ
ぽ
純
京

 
 

(6
)

極
派
歌
人
と
い
え

る
人

々
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
歌
風

に
は
1
恋
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

の
四
首

に
明
ら

か
で
あ
る
が
ー
福

田
秀

一
氏

の
整
理
さ
れ
た

「
叙
景
と
好
情

を

よ
く
分
離

し
拝
情
歌
は
感
情

の
観
照

に
徹

し
て
い
る
」
と
い
う
京
極
派

の
特
性

が
よ
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら

「
心

の
底
」

を
含

ん

で
成
立
し
て
い
る
歌
が
、
『
玉
葉
集
』
お
よ
び
京
極
派
の
歌
と
し
て
特
徴

が

あ

り
、

さ
ら
に
そ

の
用
語
自
身

に
も
特
色
が
見

い
出
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
予
測

に
立

ち
、
以
下
考
察
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。

二

 

 
ま
ず

「
心

の
底
」
と

い
う
言
葉
が
、
『
玉
葉
集
』
以
前

の
勅
撰
集

(
以

下

特

に
こ
と
わ
ら

な
い
限
り
本
稿
中

の
勅
撰
集

と
は
、

こ
の
意
味

に
用

い
る
)

の
中

に
数
量
的

に
は
ど

の
よ
う

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
み
れ
ぽ
、
次

の
よ
う
に
な

る
。

 
 
 
 
 

(8
)

 
古
今

～
金
葉

0
/

千
載
2
/
新
古
今

1
/
新
勅
撰
1
/
続
後
撰

1
/

続
拾
遺

 
1
/
新
後
撰

1
/

玉
葉

7

 

「
心
の
底
」
が
勅
撰
集

で
は

『
千
載
集
』

に
は
じ
め
て
登
場

し
、
そ
れ
以
降

わ
ず
か
に

一
首
つ

つ
そ

の
歌
が

の
せ
ら
れ
、 

『
玉
葉
集
』
で

一
挙

に
七
首
と
い

う
数

に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
『
玉
葉
集
』
が
勅
撰
集
中

で
最
大

の
歌
数

(
二

八
〇
〇
首
)
を
有
す
る

こ
と
を
考
慮

し
て
も
、
な
お

こ
の
言
葉
が

『
玉
葉
集
』

に
特

に
多
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
認

め
て
よ
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

 
で
は
、
な
ぜ

「
心

の
底
」
が

『
玉
葉
集
』
京
極
派

の
歌
に
多
く
あ
ら
わ
れ
る

の
か
。

 

こ
れ
を
歌

そ
の
も

の
か
ら
、

ま
た
そ
の
用
語
法

に
わ
た
り
、
分
析
し
計
量
す

る
方
怯

を
出
発
点
と
し
て
考

え
て
み
た
い
。
(
但
し
、
こ
の
計
量

の
意
味

は
、
あ

く

ま
で
傾
向
を
知
る
た
め
の
目
安
と
し
て

の
も

の
で
あ
る
。
デ

ー
タ
ー
の
取

り

方

は
、
計
量
国
語
学

に
お
け
る
よ
う
な
厳
密
厳

正
な
定
義

に
出
発

し
て
い
な
い
)

 
そ

こ
で
最
初

に
用
語

の
偏
向

に
つ
い
て
考

え
た
い
。
す
な
わ
ち

「
心
の
～
」

と

い
う
型

の
用
語
が
、
『
玉
葉
集
』

の
中

で
特

に
好

ま

れ
て

い
る
の
か
ど
う

か

と

い
う

こ
と
を
調
ぺ
て
み
る
。
「
心

の
～
」
型
用
語

に

対
す
る

『
玉
葉
集
』

で

の
嗜
好
性
を
調
査
す
る
の
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 

(9
)

 
そ

の
た
め
総
索
引
を
用

い
て
勅
撰
集

の

「
心
の
～
」
型
用
語

を
調
べ
、
表
示

し
て
み
た
。 

(
表
1
)

こ
れ
に
よ

っ
て
、
ど
の
勅
撰
集
が
ど
の
よ
う
な

「
心
の

～
」
型

の
用
語
を
よ
く
用

い
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

 

『
玉
葉
集
』

の
用
語

の
総
数

三
五
は
、
勅
撰
集

で
最
も
数
が
多

い
が
、
総
歌

数

と
の
比
率

で
こ
れ
を
比
ぺ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
く
な
る
。
『
玉
葉
集
』

が

一
・
三

パ
ー
セ
ン
ト

『
新
後
撰
集
』
が

一
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
で
、
『
玉
葉
集
』

は

『
新
後
撰
集
』
を
下
ま
わ

っ
て
い
る
。

す

な

わ

ち

『
玉
葉
集

』
が

「
心

の

～
」
と

い
う
型

の
用
語
を
特

に
好

ん
で
用

い
て

い
る
訳

で
は
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
心
の
底
」

の

『
玉
葉
集
』

で
の
用
例

数

七
が
、

こ

の
表

の
中

で
目
立

っ
て
多

い
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。

三

 

 

『
玉
葉
集
』

の

「
心

の
底

」
が
、
単

に

「
心
の
～
」
型
用
語
の
好

み
と
い
う

点

か
ら
と
ら
え
ら
れ
な

い
と
す
れ
ば
、
次

に
こ
の
言
葉

の
意

味
用
法

の
面

か
ら

の
調
査
が
必
要
と
な
る
。

 
そ

こ
で
、
比
較

の
対
象
と
し
て
勅
撰
集

の

「
心
の
底
」

の
歌
-
先

に
数

の
み

を
示
し

て
お

い
た
ー
を
と
り
あ
げ

て
み
た

い
。

 
 
あ

か
つ
き

の
あ
ら
し

に
た
ぐ

ふ
か
ね

の
お
と
を
心

の
そ

こ
に
ご
た

へ
て
ぞ

一54一



〔表1〕 勅撰集における 「心の～」型用籍

齢 後撰拾購 遺�=詞花千罐 蠣 議 撰響馨 譲 撰玉葉 備 考

あき 2 1 1 1 2 1 2 1

あきかぜ 1

あさねがみ i

いけ 1

いはき 1

い ろ 1 1 1 3 2 7 1 4 3

うき 1

うきぬなは 1

うち 1 2 3 5 1 1 7 1 5 4 6 7 5 3 万葉集12

うら 1

お く 2 1 1 1 1

か ぎり 3 1

かたい と 1

くま 2 1

くも 1

くもま 1

くるし さ 1

すぎ 1

すぢ 1

すゑ 1 1 z 4 魏 翫 を含む
そ こ 2 1 1 1 1 1 7

そ ら 1 1 4 1 1 1 1 1

た き 1

た ま 2

ち り 1 1 1

つ き 1 1 3 i 2 1

つゆ 1

ときはや ま 1

とも 1 1

な ぐさめ 1

はて 1 1 1 1

はな 1 1 2 3 1

は る 1

ひ ま 1 1 1

ほか 1 2 2 3

ほ ど 1 1 3 1 1 1 2 5

まつ 1 1

みつ 1 1 1 1 1 1 1

やみ 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3

ゆめ 1

計 ㈹

総歌数(B)

$x100

619161111414117125118

1,100

亡0
)

α
%

 

(

1,425  19351 1,218   985   415  1,288 1,9了8 1,3T4

0.610.410.910.411.011.311.311.4

211 281 171 301 35

1,3T1 1,915  1,459  1,607 2,800

1.511.511.211.911.3

新編国歌大観に
よる

一55一



 
 
き
く
 
 

 
 
 

、 

西
行

(
『
千
載
集
』
巻
十
七

・
雑

・
一
一
四
九
)

 
 
き
よ
く
す
む
心

の
そ

こ
を
か
が
み
に
て
や
が

て
ぞ
う

つ
る
色
も
す
が

た
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俊
秀
法
師

(
同
巻
十
七

・
釈
教

・
一
二
五
〇
)

 
 
な
れ
し
あ
き

の
ふ
け
し
よ
ど
こ
は
そ
れ
な
が
ら
心
の
そ

こ
の
夢
ぞ

か
な
し

 
 
き

実
家

(『
新
古
今
集
』
巻
八

・
哀
傷

・
七
九
二
)

 
 
し
る

ひ
と
や
そ
ら

に
な

か
ら
む
お
も
ふ
な

る
心

の
そ
こ
の
こ
こ
ろ
な
ら
で

 
 
は

 

 

 

 

本
院
侍
従

(
『新
勅
撰
集
』
巻
十

一
・
恋

一
・
六
四
〇
)

 
 

み
く
さ
ゐ
る
板
井

の
清
水
と
し
ふ
り
て
心

の
底
を
く
む
人
ぞ
な
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
良
経

(
『
続
後
撰
集
』
巻
十
三

・
恋

三

・
一
二
〇
五
)

 
 
く
も
り
な
く

心
の
そ

こ
も
う

つ
る
ら
ん
も
と

よ
り
き
よ
き
法

の
か
が
み
は

 
 
 
 
 
 
 
 
法
印
覚
源

(
『
続
拾
遣
集
』
巻
十
九

・
釈
教

・
二
二
七
六
)

 
 
げ

に
思
ふ
心
の
底

の
知
ら
れ
ね
ば
契

る
ま

玉
に
も
え
や
は
頼
ま
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俊
光

(
『新
後
撰
集
』
巻
十
三

・
恋
三

・
九
七
二
)

 

こ
れ
ら
勅
撰
集

の

「
心
の
底
」

の
歌

に
は
、

一
読

し
て
明
ら
か
な
特
徴
を
み

て
と

る
こ
と
が

で
き

る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
歌

の
ほ
と
ん
ど
が

「
底
」
の
縁
語

関
係

に
よ

っ
て
仕
立

て
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
、
勅
撰
集
中

で

の

「
底
」
と

い
う
言
葉
が
、
修
辞
的

に
こ
れ
ら

の
和
歌
詠
作
上

の
キ

ー
ワ
ー
ド

と
も

な

っ
て

い
る
で
あ

ろ
う

こ
と
を
予
測
し
、
次

に
こ
の

「底
」
と

い
う
言
葉

を
取
り
あ
げ
て
調

査
し
て
み
た

い
。

 

「
底
」
を
総
索
引

に
よ

っ
て
調

ぺ
、

そ
の
歌

を
語
形

に
基
準

を
置
き
A
～
F

 
 
 
 
 
 
 
 

(10
)

の
よ
う

に
分
類

し
て
み
た
。
(
表
H
)

 

A
 
～

の
底

(
池

・
水

・
海

の
底
等
)

型
用
語

 

B
 
底

の
～

(
底

の
み
く
ず

・
も
く
ず

・
玉
藻
等
)
型
用
語

 

C
 
底

に
映
る

(見

る

・
沈
む

・
や
ど
る
等
)
型
用
語

 

D
 
底
澄
む

(
き
よ
む

・
に
ほ
ふ

・
あ
ら
は
等
)
型
用
語

 
E
 

「
そ
こ
の
心
」
以
外

の
懸
語
の

「
そ
こ
」

 
F
 
物
名

 
語
形
を
分
類

の
基
準
と
し
た
が
、
調
査

の
主
た
る
目
的
は

「底

」
と

い
う
言

葉

の
修
辞
的
特
性

や
偏
向
を

み
る

こ
と
に
あ
る
。

 
各
勅
撰
集

の

「
底
」

の
例
歌
数
は
、
印
象
と
し
て
そ
う
多
く
は
な

い
。
そ
し

て
、
そ
の
分
類

か
ら
わ

か
る
こ
と
は
、
「
底
」
が
、
予
想
さ
れ
た
ご

と

く
、
用

法

に
お

い
て
非
常

に
限
定
的
な

こ
と
で
あ

る
。
各
句

の
型

で
は
、

A
、

B

に
最

も
明
ら
か

に
あ
ら
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
「
底
」
は
水

の
縁
を
離

れ

ず

に

そ

の
ほ
と
ん
ど
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
、
C
、

D
も

「
(
水
の
)
底

に

映

る
」
「
(
水

の
)
底

澄
む
」

と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
水

に
か
か

わ

っ
て

い
る
。

E
の
懸
詞

に
関
し
て
も
、
歌
全
体
の
中

で
水
を
か
か
わ
ら
せ
て

用

い
る
こ
と
は
他
と
同
様

で
あ
る
。

ま
た
、
「底
」

を
含
む
歌

に
、

釈
教

や

神

祇
歌

の
多

い
こ
と
も
、
や
は
り

こ
の
水

の
縁
語
関
係

か
ら
説
明
で
き
る
よ
う
で

あ
る
。
"
法

の
水
"
と

い
う
言
葉

の

"
水
μ

の
縁
語

と
し

て
の

"
底

"
が

そ

れ

で
あ
る
。

釈
教

・
神
祇
歌

で

「鏡

」
や

「
月
」
と

い
う
言
葉
が
頻
繁

に
用

い
ら

れ
る

の
も
、
底
-
澄
む
ー
月

・
鏡

と
い
う
関
連

に
よ

っ
て
い
る
こ
と
も
理
解

さ

れ
る
。

 
さ
ら

に

「底
」

の
用
法

の
中

で
、
万
葉
以
来

の
よ
り
古
風
な
形
と
し
て
は
、

B
と
E

に
表

示
し
た

「
そ

こ
」

の
懸
詞
と
し
て
の
用

い
方
が
存
在
す
る
。

 

こ
う
し
た

「底
」

の
歌

の
歴
史

の
中

か
ら
、
千
載

・
新
古
今
時

代

に
い
た

っ

て
は
じ
め
て

「
心
の
底
」

は
歌
語
と
し
て
勅
撰
集

に
登
場

し
て
く
る

こ
と

に
な

る
。

 
表
1

か
ら
も
理
解

さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
千
載

・
新
古
今
ご
ろ

の
歌
語

の
増
加
、
多
様
化

の
時
代

に
あ
た

っ
て

「
心

の
底
」

を
は
じ
め
と
し
て

「霞

の

底
」
「
雪
の
底

」
な
ど

の
よ
う
な
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
集

に
は
み
ら
れ

な

か

っ
た
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勅撰集における 「底」〔表 皿〕

古今後撰拾遺 後拾遺金葉詞花 千載
新
古今

新勅撰 続 続後撰古今 続拾遺新
後撰

玉葉

海川水等の 1 4 5 1 2 4 2 2 1 1

月 2

鏡 1 1

A 雲 ・霞 ・露 ・雪 2 1 1 1 2

(～ の底) 谷 1 1

心 2 1 1 1 1 7

涙 1 1

恨 1

9
臼 
 
-1

9
臼 
 
-

1129
ρ
 
 
-

1
 
 
 
1
⊥

441み くず,玉 も

(そこの)懸 詞底B

麟 ～)

31112111212

2312111111

 C
(底に～)

 D

(底～)

映 る,沈 む,や ど る,

み る

き よみ,す む,に ほ
ふ,あ らは

412詞懸E

21物名

 

F

17

 

54985121 10

 

2751611

 

6計

*み な 、こ,わ たの底 を含 まず

「
底
」
用
語
が
続

々
と
し
て
登
場

し
て
く

る
。

こ

う
し

た
風
潮

の
中
で

「
心
の
底
」
と

い

う

言

葉

も
、

こ
の
時
期

に
ほ
ぼ
流
行
的

に
用

い
ら
れ
た
で

あ

ろ
う

こ
と
は
、

私
撰
集
、
私
家
集

で
の
そ

の
用

例
数
と
作
者

の
顔

ぶ
れ
に
よ

っ
て
確
認
す
る

こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11
)

が

で
き
る
。
そ
れ
は
、
左

の
如
く
で
あ
る
。

 

。
私
撰
集

 
 
玄
玉
集
1

(
公
衡
)
/
新
撰

六
帖
1

(
為
家
)

 
 
/
夫
木
抄
4

(定
家

2

・
光
俊
1

・
西
行
1
)

 

。
私
家
集

 
 
朝
忠
1
/
右
京
大
夫

1
/
西
行
2
/
良
経
4

 
 
慈
円
19
/
定
家
6
/
式
子
内
親
王
1

 
朝
忠
集
中
の
一
首
-

朝
忠
と
の
贈
答

歌
で

『新
勅
撰
集
』
所
収
の
本
院
侍
従
の
歌
ー

と
為

家

の
歌
を
除
け
ば
、

ほ
ぼ
す
べ
て
が

い
わ
ゆ
る
新

風
期

の
作
者

の
歌
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ

で
は
、

こ
の
新
風
期

に
お
け
る
「
心
の
底
」

の
意
味
用
法
が
、

玉
葉
集
京
極
派

に
お
け
る
そ
れ

と
同
じ

で
あ
る
の
か
ど
う

か
。
例
歌
の
多

い
私
家

集

の
歌

か
ら
考
え
て
み
た
い
。

 
定
歌

の
六
首
を
掲
げ

て
み
る
。

 
 
神
風
や

み
も
す
そ
河

に
い
の
り
お
き
し
心

の

 
 
底

や
に
ご
ら
ざ
り
け

ん
/
述
懐
/

関
白
左
大

 
 
臣
家
百
首
 
 

 

(拾
遺
愚
草

・
一
四
九

一
)

 
 
我
が
た

の
む
心
の
底

を
て
ら
し
み
よ

み
も
す
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そ
川

に
や
ど
る
月
影
/
雑
/
院
五
十
首

 
 

 
 

 

(
同

・
一
八
二
六
)

 
 
諸

人
の
心
の
底
も

に
ご
ら
じ
な
夕

に
す
め
る
河
浪
の

こ
ゑ
/
暮
聞
河
浪
/

 
 

本
宮

に
て
又
講
ぜ
ら
れ
侍

り
し
 
 

 
 

 
 
 

 
(
同

・
二
九

一
六
)

 
 

夏

の
夜
は
う
き
暁

の
雲
も
な
し
心

の
底

に
月
は

の
こ
り
て
/
夏
/

一
字
百

 
 

首
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (
拾
遺
愚
草
員
外

・
三

一
)

 
 

を
し
の
ゐ
る
こ
ほ
り
の
ひ
ま
に
風
さ
え
て
心
の
底
ぞ
ま
つ

は
く
だ
く

る
/

 
 
冬
/
同
右
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(
同

・
六
〇
)

 
 

世
の
う
さ
も
は
な
れ
て
お
つ
る
滝
の
お
と

に
心

の
底
も

い
ま
ぞ
す

み
ぬ
る

 
 
/
閑
居
十
首
/
更
無

俗
物
当
人
眼
、
但
有
泉
声
洗
我

心

(
同

・
四
七
五
)

 

こ
れ
ら
の
歌

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌

の

「
底
」

に
よ
る
縁
語
的
な

仕
立

て
方

は
圧
倒
的
で
あ

る
。

こ
と

に

「
拾
遺
愚
草
」

の
三
首

は
、
三
首
と
も

に
神
紙
歌

で
あ
り
、
底
-
澄
む

(
に
ご

ら
じ
)
ー
月
影

で
形
成
さ
れ
て

い
る
。

「
員
外
」

の
歌
は
、
二
首
が
四
季
歌
と
閑
居

の
歌
で
、
新

し
い
趣
向
を
み
て
と

る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
れ

で
も
な
お
、
月

(
ゴ
=

)
滝

・
澄
む

(
四
七
五
)

と
い
う

よ
う

に
言
葉
の
よ
せ
を
は
な
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
歌

の
中

で
、
「
員
外
」
中

の
六
十
番

の
歌

に
は
、
「
底
」

に
よ
る
直
接

の
縁
語
が

見
出
せ

な
い
。
(
氷
1
く
だ
く
る
の
縁
語
関
係

の
仕
立
て
)

こ
の
、
「
心

の
底

」
は
、

で

は
、
ど

の
よ
う
な
意
味
用
法

に
よ
る
も

の
か
。

こ
の
こ
と
を
少
し
問
題

に
し
た

い
。

 
定
家
以
上

に

「
心
の
底
」
を
用

い
た
歌

の
多

い
慈
円

に
、 

「
底
」

の
縁
語
関

係

を
見

い
出

せ
な

い
、

こ
の
よ
う
な
歌

を
さ
が
す
と
、
次

の
五
首
を
取
り
出
す

こ
と
が

で
き
る
。

 
 

ね
ざ

め
す
る
心
の
底

の
わ
り
な
き

に
ご
た

へ
て
も

な
く
を

し
の
声

か
な
/

 
 
冬

・
水
鳥
/
楚

忽
第

一
百
首
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(同

・
七

六
五
)

 
 
 
 
 
 
 

イ
空

 
 

わ
び
人

の
心
の
底

に
ご
た
ふ
な
り
を
の

へ
の
方
の
ま

つ
風

の
お
と
/
山
家

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(拾
玉
集

・
九
七
九
)

 
 

か
き
く
も
る
心
の
底

に
雲
と
ち

て
時
雨
を
う
つ

む
ゆ
ふ
暮

の
空
/
夕
聞
時

 
 
雨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(同

・
四

一
五

六
)

 
 

ひ
と
を
お
も
ふ
心
の
底
は
よ
し
の
山

お
く

よ
り
お
く
の
い
は

の
か
け
路
/

 
 
深
/
百
首
題
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(同

・
四
五
三
八
)

 
 

こ
よ
ひ
か
も
心
の
底

に
ま
ち
し
秋

は
山

の
は

に
だ

に
雲

の
な
き

か
な
/
建

 
 
久
四
年
九
月
十
三
日
左
将
軍
幕
下

に
た
て
ま

つ
る
 

(
同

・
五
三

六
〇
)

 
歌
題

に

「
月
」
や

「
深
」
と
い

っ
た

「
底
」

の
縁
語

の
あ

る
こ
と

や
本
文

の

揺
れ
は
さ
し
あ

た
り
問
題

に
し
な

い
。

こ
れ
ら
の
歌

に
共
通
す
る

「
心

の
底

」

の
用

い
方
、
そ

の
内
容
が
問
題
と
な
る
。

 
そ

こ
で
改

め
て
こ
れ
ら
の
歌
を
見

渡
せ
ぽ
、
あ

る
共
通
す
る
要
素

に
気
づ

か

さ
れ
る
。
そ
れ
は
五
首

す
べ
て
に
含

ま
れ
る
叙
景
的
な
要
素
で
あ
る
。

 
 

こ
た

へ
て
も
な
く
を
し
の
声

か
な

 
 
を

の
へ
の
方

の
ま

つ
風

の
音

 
 
ゆ
ふ
暮

の
空

 
 
よ
し
の
山

お
く
よ
り
お
く

の
い
は
の
か
け
路

 
 
山
の
は
に
だ

に
雲
の
な
き
か
な

 
五
首

に
共
通
す
る
叙
景
的
要
素
が
、

「底
」

あ
る
。

こ
れ
ら

の
歌
か
ら
作
者

の
視

線
な
い
し
、

い
る
か
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は

「底

」

山
、
雲
と
い
う

こ
と

に
な
る
。
「
心

の
底
」

が

こ
こ
に
は
見

い
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
ら
で
な
く
、

り
叙
景

に
対

し
て

五 四 四((
三 五 一 九 七
六 三 五 七 六
〇 八 六 九 五
)))))

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
重
要

で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

聴
覚
が
ど
こ
に
す
え
ら
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
置
さ
れ
る
上
空
や
、
そ
れ
に
近
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
新
風
期
で
の
も
う

一
つ
の
用
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
で
の

「底
」
は
縁
語
の
関
係

 
 
 
 
 
 
一
首
を
立
体
的
に
構
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま

 
 
 
 
 
 
 
「底
」
と
い
う
語
の
生
み
出
す
空
間
的
立
体
的
効
果
の
た
め

に
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら

に
こ
の

「底

」
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
慈
円
の
四
五
三
八
番

の
歌
が
そ

れ

に
対
し
て
示
唆
的

で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
新
風
期

の

「
心

の
底

」
の
意
味

の

一
面
を
説
明

し
て
い
る
と
も

い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
心
の
底

」
は

「
よ

し

の

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(12
)

山

の
お
く

よ
り
お
く

の
い
は

の
か
け
路
」
と

い
う

こ
と

か
ら
わ
か

る

よ

う

に

「底

」
は

「
(
よ
し
の
)
山

の
お
く
の
お
く
」
と

い
う
表
現

に
対
応

す
る

も

の

と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
考

え
ら
れ

て
い
る

「
底
」

は
、
慈

円
の
他

の
四
首

の

「
底
」

の
垂
直
性

に
対
し
て
水
平
的
な

「
底
」

で
あ

る
と
も
い
え
よ
う
。
「
底
」

と

い
う
言
葉
が
、

こ
の
時
期
必
ず
し
も
我

々
の
直
感
す
る
垂
直
方
向

の
最
低
位

の
意

に
用

い
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
期

に
新

し
く
用

い
ら
れ
た

「底
」

の
用
語
で
あ
る

「
雲

の
底
」
「霞

の
底
」
な
ど

と

い

う
表
現
も
、

「底

」
が
物
理
的

に
厳
密
に
垂
直
的
な
底

の
意

に
用

い
ら
れ

て

は

い
な

い
こ
と
の
あ
か
し
と
な
ろ
う
。

 

す
な
わ
ち
、
千
載

・
新
古
今
時
代

に
勅
撰
集

に
登
場
し
、
歌
人
達

に
用

い
ら

れ

た

「
心

の
底

」
は
、

心
の
最
深
部

・
最
低
部
と

い
う
こ
の
言
葉

の
持

つ
厳
密

な
意
味
あ

い
の
必
要
性
か
ら
用

い
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ

の
生
み
出
す
修

辞
的
効
果

の
た
め
、

つ
ま
り

「
心
」
と

「
底
」
を
結
び

つ
け

て

一
首
中

に
生
じ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(13
)

る
、
修
辞
的
な
、

い
わ
ゆ
る
新
風
的

な
効
果
を
生
み
出
す
た
め

に

用

い

ら

れ

た
、
と
と
ら
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

そ
れ
に
対

し
て

『
玉
葉
集
』
で
は
、
述
べ
て
き

た
よ
う

に

「底

」
の
縁
語
的

用
法
で
歌
を
形
成
し
な

い
。
ま
た
新
風
期

の
叙
景
的
要
素
と
関
連

さ
せ
た

「
底
」

の
用

い
方

で
も
な

い
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(14
)

 
結
局
、
「
底
」
と

い
う
言
葉

の
先
行
例

の
中

か
ら

『
玉
葉
集
』

で
の

「
心

の

底

」
の
用
法

は
と
ら
え
き
る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

四

 

「
底
」

の
歌

の
先
行
例

で
は
と
ら
え
ら
れ
な

か

っ
た
京
極
派

の

「
心

の
底
」

を
、
そ
れ

で
は

「
心
」
と
い
う
言
葉
か
ら
照
射
す
れ
ば
ど

の
よ
う

に
な

る
だ
ろ

う
か
。

 

「
底
」

に
お
け
る
調
査
と
ほ
ぼ
同
様

の
こ
と
を
、
「
心
」

に
お
い
て

も

行

っ

て
み
る
。

た
だ
し
、
「
心
」

の
用
例
の
非
常
な
多
さ
か
ら
、
『
玉
葉
集
』
京
極
派

の

「
心

の
底
」
が

主
と
し
て
恋
部
に
表
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
慮

し
、
各
勅
撰

集

の
恋
部

に
お
け

る

「
心
」
を
調
査
す
る

こ
と
と
す

る
。

 

調
査

の
た
め
の
前
提

に
は
、
京
極
派

の
歌
の
特
性
-
叙
景
と
野

情
を
分

離
す

る
こ
と
ー
を
す
え
、
仔
情
歌
が
景
物
を
離
れ
て
う

た
わ
れ
る

こ
と

に
着

目

す

る
。
「
心
」
を
用
い
た
歌
を
具
象
性

の
強

い
も
の
と
、
抽
象
性

の
強

い
も

の
と
で

え
り
分

け
て
み
る
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
「
心
」
を
用

い
た
歌

の
、

一
首
中

に
お
け
る
名
詞
を
調
査
す
る
。
「
心
」
と

「
人
」

(恋
歌

で
の
頻
出
語
で
、
類
別

に
際
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
ら
な

い
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
)

を
除

い
た

一

首
中

の
名
詞

に
よ

っ
て
、
具
象
語

の
歌
と
抽
象
語

の
歌

に
分

け
て
み
る

の
で
あ

る
。
「
心
」
と

「
人
」
以
外

に
具
象
名
詞
が

一
語

で
も
あ
れ
ば
、

そ

の
具

象

語

の
い
つ

れ
か

に
そ

の

一
首
を
所
属
さ
せ
、
「
心
」
「
人
」
以
外

に

一
つ
の
具
象
名

詞
も
持

た
な
い
も

の
は
、

抽
象
名
詞

の
歌
と
し
て
抽
象
名
詞

の
い
つ
れ
か

に
分

(15
)

類

す
る
、
と

い
う
方
法
で
あ
る
。
表

に
は
皿
1

2
に
具
象
名
詞
、

皿
1

3

に
抽

象
名
詞
の
各
語
を
示
し
、
表
皿
1

1
に
そ
れ
ら
の
合
計
数
を
ま
と
め
、

対
比
し

た
。

 

「
心
」

を
用

い
た
歌
の
う

ち
、
心
情

心
理
詠

に
抽
象
性
が
強

い
と

い
う
特

色

 

(16
)

の
あ

る
京
極
派
恋
歌
に
近
似
す
る
も

の
と
相
違
す
る
も
の
と
を

こ
れ

に
よ

っ
て

さ
ぐ
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
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〔表1皿一1〕 心 を含む歌の名詞 による分類(恋 部のみ)

古今後撰拾遺後拾遺金葉 詞花千載
新
古今

1

新
勅撰

続
後撰

続
古今

続
拾遺

新後撰玉葉

「心〕を含む歌数㈹

具象名詞による歌

抽象名詞による歌(s)

53

48

5

57

49

8

55

40

15

29

23

6

15

14

1

15

12

3

61

48

13

56

51

5

51

45

6

53

47

6

95

78

17

56

51

6

70

52

19

102

72

30

抽象名詞 による歌 の

割合B_×100  A
9.4
(%)

14.0 27.2 20.7 6.7 20.0 7.9 8.9
[11

.811.3 17.9 10.7 27.1 29.4

 

表
皿
1
1
に
よ

っ
て
抽
象
名
詞

に

よ
る
歌

の
比
率

を
み
れ
ぽ
、
そ
れ
が

『
玉
葉
集
』
に
お
い
て
高

い
率
を
示

す

こ
と
が
確
認
さ
れ
、
概
略
的
な
が

ら
、 

『
玉
葉
集
』

で
は

「
心
」
を
用

い
た
歌
が
、
他

の
勅
撰
集

に
比

べ
て

よ
り
抽
象
的

に
形
成
さ
れ
る
と

い
う

こ
と
が
数
値

の
上

か
ら
も
理
解

さ
れ

る
。

(他

に

『
玉
葉
集
』
に
つ
い
で
高

率

を
示
す
も

の
と
し

て
『新
後
撰
集
』

と

『
拾
遺
集
』
恋
部
が
あ
げ

ら
れ
る

が
、

こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。)

 

『
玉
葉
集
』
恋
部

で
の

「
心
」

の

用
法
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ら

に
表

の
皿
1
2
、
皿
1

3
か
ら

「
心
」

と
い
う
言
葉

の
和
歌

の
世
界

で
の
用

い
ら
れ
方
を
考

え
て
み
た
い
。
「
心
」

が
和
歌

の
中
で
ど
の
よ
う
な
言
葉
と

と
も

に
多
く
用

い
ら
れ
、
修
辞
的

に

は
ど

の
よ
う
な
用
法
を
持

つ
言
葉
で

あ
る
の
か
を
調

べ
て
み

る

の

で

あ

る
。

 
具
象
語

に
よ
る
歌

(
表
皿
1
2
)

と
抽
象
語

に
よ
る
歌

(
表
皿
ー
3
)

と

の
二
種
類

の
表

か
ら
と
ら
え
ら
れ

る

こ
と
は
、
「
心
」
と
と
も

に
用

い
ら
れ
る
言
葉

の
種
類

の
多
さ
と
、

そ

の

数

値

に
み
ら
れ
る
か
た
よ
り
の
少
な
さ
で
あ
る
。
そ

こ
に
は

「
心
」

の
歌
語

と
し

て
の
性
格
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
と
思

わ
れ

る
。
先

に
調
査

し
た

「
底
」

と

い
う
言
葉
と
は
対
照
的

に

「
心
」
は
歌
語

と
し
て
は
き
わ
め
て
自
由

な
、
言

い
か
え
れ
ば
、
無
性
格

と
で
も

い

っ
て
よ

い
言
葉

と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
自
身
で
は
他

の
語

に
影
響
を
お
よ
ぼ
す

こ
と

の
少
な
い
、

い
わ
ぽ
無

色
の
言
葉
と
し
て
歌

の
中

に
存
在
し
、

そ
の
た
め
に
、
句

の
形
で
他

の
言
葉
と

結
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

(
例
え
ば

「
心
の
秋
」
「
心

の
色
」
「心

の
空
」
な
ど
)

は
じ
め
て
よ
り
強

い
個
性
を
あ
ら
わ
す

言
葉

と
な

る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
、
修

辞
的
な
表
現
と

し
て
は

「
心
を
や
る
」
「
心

を
お
く
」
「
心
を

つ
く
す
」
な
ど
1

古
代
信
仰
的
な
、
魂

に
近

い
心
の
用
法
ー
が
あ
る
が
、
そ
の
規
範
性
は
勅
撰
集

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17
)

の
中

で
は
ご
く
弱

い
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
心
」
は
、

そ
れ
自
身

で
は
強

力
な
歌
語
的
伝
統
や
、
規
範
性
を
持

た
な
い
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
京
極
派

に
お
け
る

「
心

の
底
」
は
ど

の
よ
う
に
考
え
た
ら

よ
い

か
。
「
底
」
の
伝
統
的
修
辞
法

に
も
よ
ら
ず
、
「
心
」
の
歌
語

と
し

て
の
修
辞
法

は
も
と

か
ら
希
薄

で
あ
る
と
す

れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
理
由

で

「
心

の
底
」
が
、

京
極
派

に
特

に
多
く
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
か
。

 

こ
こ
で
、
も
う

一
度
表

皿
1

1
に
た
ち
返
り
た
い
。
『
玉
葉
集
』
京

極

派

の

恋
歌
が
、
他

の
勅
撰
集
と
の
比
較

か
ら
抽
象
語
を
主
体

と
し
て
抽
象
的

に
仕
立

て
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
こ
と
は
表

に
よ

っ
て
理
解

さ
れ

た
が
、
そ

の
抽
象
性
を

示
す
数
字
が

『
玉
葉
集
』
に
近

い
も

の
と
し
て

『
拾
遺
集
』

と

『
新

後
撰
集
』

恋
部
が
見

い
だ
さ
れ
た
。

こ
の
う

ち

『
新
後
撰
集
』
の
歌

に
は
、
為
兼

の
歌
が

入
集
し
て
お
り
、
他

に
も
京
極
派
和
歌

の
影
響

が
あ
る
か
と
思
わ
れ

る
歌
人

の

 
 
 
 
 
 
 

(18
)

も

の
の
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し

て
、

こ
こ
で
は
、
時
代
が
離

れ
、
か

つ

 .1



〔表1【1-2〕 具象名詞による歌

歌枕

水

山 ・煙 ・田 ・道

衣 ・袖

天象

植物 ・色

四季

弓 ・太刀

宿 ・床 ・す だれ

虫 ・鳥

鏡

涙

夢

顔 ・眉 ・髪 ・姿

うら(占)

ふ るさ と

便 り,ふみ,ふ で

人 目

妻

身 ・命

形 身 ・面かげ

世

神

年月 ・昔

夜 ・暮 ・宵 ・闇

ね(音)

底

計

古今

FO

6

4

■⊥

9

9

1

2

-
1

り
白

1

1

1

り

白

-
1

2

48

後撰

8

ハ0

1

4

7
・

8

1

4

り
白

凸0

1

ー

ム

ー

▲

9
臼

49

拾遺

6

4

噌1

ハ◎

6

9
臼

nδ

1

り
θ

9
白

1

1

n乙

9
臼

-
占

40

後
拾遺

nδ

ー
ム

ー
占

0
σ

nδ

4

1

1

-
よ

1

1

1

9
θ

23

金葉

9
θ

9
臼

3

9
臼

1

1

1

1

1

14

詞花

1

1

り
白

雫
⊥

2

2

1

1

1

12

千載
 
今

新
古

新
勅撰

ρb

3

1

4

Q
ゾ

9
臼

 

 

 

 

 

1

1

 

 
 1

4

8

Q
り

9
臼

1

7

 

 

 

 

1

1

4

3

3

3

4

4

6

1

1

1

-

【0

2

1

6

3

1

3

48

0
0

1
⊥

1

5

1

51

1

1

1

4

1

45

 
撰

続
後

続
古今

7

4

1

FO

l

FD

 

1

 

 

 

 1
 

1

8

8

4

 
 

4

4

ー
ム

ー
占

9
臼

1

4

9
θ

6

2

47

3

7

1

-
⊥

-

9

2

1

78

続
拾遺

新後撰

5

4

1

3

4

0

 

 

 

 

 

1

FO

9
臼

4

4

3

8

2

4

7
8

6

9
臼

n乙

9
θ

51

1

2

りσ

-

玉葉

3

3

9
臼

nO

ワ
`

只」

1

1

3

7
●

-

備 考

 こ とのはを9

 含 む

1

0

9
臼

ワ
5

¶⊥

1

n乙

 

4

n◎

 
n乙

 

Q
U

3

噌⊥

-

52 72

いにしへ を

含む
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〔表m-3〕 抽象名詞 による歌

古今 後撰拾遺 後拾遺金葉詞花 千載新古今新
勅撰

続後撰 続
古今

続
拾遣

新撰後 玉葉

「心」 「人」以外 に

名詞 をもたない うた
1 2 4 1 3 1 2 2 3 4 3 2

いつ ち ・いつれ 1 2 1 1

お もひ 1 1 1 1 1 2

もの,こ と 2 2 1 1 2 1

われ,き み 2 5 1 3 2 3

とき 1 1 a

けふ,け さ 1 1 1 3

ほど 1 2

つ らさ 1 1 1 4 1 1 1

か た(方) 1 1 1 1

い ま,の ち 1 1 2 4

さき 1

うへ 1

これ 1

なさけ 1 1 2

うたがひ 1

かたとき 1

あだ 1

いつは り 1 4

ひかず 1

よそ 1 2

すゑ,ゆ くすゑ 1 1 z 2

なに,た れ 2

たのみ 1 1

ひ とたび 1

ふたつ 1

こひ しさ 1

ながめ 1 1 1

な(名) 1 1 1 2

計 5 8 15 6 1 3 13 5 6 6 17 6 19 30
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「心
」
の
歌
に
特
色
の
見
ら
れ
る

『拾
遺
集
』
恋
部
の
歌
を
問
題
と
し
て
と
り

あ
げ
た
い
。

 

『拾
遺
集
』
巻
十
五
恋
歌
五
に
は
一
九
四
二
～

一
九
四
九
ま
で
、
題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず
の
歌
群
と
し
て

「
心
」
を
含
み
抽
象
的
な
用
法
ば
か
り
で
仕
立
て

ら
れ
た
、
い
わ
ば

「心
」
歌
群
と
で
も
い
う
ぺ
き

一
群
の
歌
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
限
り
な
く
思
ふ
心
の
ふ
か
け
れ
ば
つ
ら
き
も
し
ら
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
二
)

 
 
わ
り
な
し
や
し
ひ
て
も
た
の
む
心
か
な
つ
ら
し
と
か
つ
は
思
ふ
も
の
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
三
)

 
 
う
し
と
思
ふ
も
の
か
ら
人
の
こ
ひ
し
き
は
い
つ
こ
を
し
の
ぶ
心
な
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
四
)

 
 
身
の
う
き
を
人
の
つ
ら
き
と
思
ふ
こ
そ
我
と
も
い
は
じ
わ
り
な
か
り
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
五
)

 
 
つ
ら
し
と
は
思
ふ
も
の
か
ら
こ
ひ
し
き
は
我
に
か
な
は
ぬ
心
な
り
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
六
)

 
 
つ
ら
き
を
も
思
ひ
し
る
や
は
わ
が
た
め
に
つ
ら
き
人
し
も
我
を
う
ら
む
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
七
)

 
 
心
を
ば
つ
ら
き
物
ぞ
と
い
ひ
お
き
て
か
は
ら
じ
と
思
ふ
か
ほ
ぞ
こ
ひ
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(九
四
八
)

 
 
あ
さ
ま
し
や
見
し
か
と
だ
に
も
お
も
は
ぬ
に
か
は
ら
ぬ
か
ほ
ぞ
心
な
ら
ま

 
 
し
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(九
四
九
)

 
こ
の
歌
群
に
お
け
る

「心
」
と

『玉
葉
集
』
京
極
派
で
の

「心
」
と
を
比
較

し
て
み
る
。

 
 
い
つ
を
い
か
に
待
ち
見
よ
と
だ
に
ち
ぎ
ら
ぬ
に
た
の
む
る
心
さ
も
そ
つ
れ

 
 
な
き

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

為
子

(
=
二
〇

七
)

 
 

ま

つ
こ
と

の
心

に
す
す

む
け

ふ
の
日

は
く
れ
じ
と
す
れ
や
あ

ま
り
久

し
き

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

為
兼

(
=

二
八

一
)

 
 

と
き

の
ま
も
わ
れ

に
心
の
い
か
が

な
る
と
た
だ
常

に
こ
そ
と
は
ま
ほ
し
け

 
 

れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
同

(
一
五
〇
二
)

 
 
人

や
か
は
る
わ
が
心

に
や
た
の
み
ま
さ

る
は
か
な
き
事
も
た
だ
常

に
う
き

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

・氷
福

 
門
院

(
一
六
七
二
)

 
 

お
の
つ

か
ら
し
ば
し
は
か
か
る
な
さ
け
も
や
と
心
に
待
ち
し
程
も
す
ぎ

ぬ

 
 

る
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

院
中
納

言
典
侍

(
一
七
六
二
)

 

比
較

の
た
め
抽
象
語
と

の
組

み
あ

わ
せ
の
も

の
か
ら
選

ん
だ
が
、

こ
れ
ら
の

京
極
派

の
歌
と

『
拾
遺
集
』
の
歌

と
の
差
異
が
ど

こ
に
あ

ろ
う
か
。

 

「
心
」
と

い
う
言
葉

の
み
に
注

目
し
た
比
較

で
は
不
明
瞭
な
相

違
が
、

噌
首

全
体

の
構
成

の
面

か
ら
、
ま
た
そ
の
歌

の
集
合
を
比
較
す

る
こ
と
で
明
ら
か
に

な

っ
て
く
る
。

 
『
拾
遣
集
』
歌
と

『
玉
葉
集
』
歌

の
相
異

は
、

一
首

の
中

に
流
れ
る

"
時
間

"

で
あ
る
。

 
京
極

派
の
抽
象
的
と

い
わ
れ
る
恋

歌
の
中

に
は
、
明
ら
か
に
時
間

の
推
移

を

よ
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
詠
者

の
心
の
申

に
移
ろ

っ
て

ゆ
く
と
き
、
そ
う

い
う
意
味

の
時
間

の
推
移

で
あ
る
。

 
 

「
心
に
す
す
む
」
「
久
し
き
」

 
 

「
と
き

の
ま
」
「
つ
ね

に
」

 
 

「
た

の
み
ま
さ

る
」
「
常

に
う
き
」

 
 

「
し
ぼ

し
は
か
は
る
」
「
心

に
待

ち
し
程
」

 
 

「
さ
ら
に
心
の
み
だ
る
る
」

こ
れ
ら

の
表
現

の
語

る
と

こ
ろ
は
、

(
一
三
八

一
)

(
一
五
〇

二
)

(
一
六
七
三
)

(
一
七
六

二
)

(
一
八
〇
八
)

一
首

の
中

で

の

"
心

の
移

ろ

い
"
で
あ

り

、
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そ
れ

に
と
も
な
う
時
間

の
推
移

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
歌
は
、
勅
撰
集
恋
部

の
時

間

(
初
恋
↓
忍
恋
↓
会
恋
↓
待
恋

↓
絶
恋
↓
恨
恋
)
の
中

に
配
置
さ
れ
て
、
さ

ら

に
も
う
ひ
と

つ
の
時
間
秩
序

の
世
界

を
作

り
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
 
『
拾
遺
集
』
恋
部

の
歌
は
、
配
列

の
中
で

の
時
間

の
わ
く
を
持

っ

ば

か
り
で
あ
る
。

 

か
く
し
て
、
『
玉
葉
集
』
恋
部
は
京
極
派
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
大
き

な

時

間

の
枠

の
中

に
、
更

に
細
か

い
時
間

の
枠
を
持

つ
こ
と
に
よ
る
独
自

の
恋
歌

の

世
界
を
作

り
上
げ

た
、
と

い
え
る
の
だ
が
、

で
は
、

そ
の
京
極
派

の

用

い

た

「
心

の
底
」

と
い
う
言
葉

の
あ
ら
わ
す
も

の
は

一
体
何

か
。

 

一
人

の

「
心
」

の
世
界
が
、
時

間
の
推
移

に
と
も
な
う
心
理

の
変
化

の
な

か

で
う
た
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
時
間

と
心
理

の
移
行

に
並
行
し

て

「
心
」

に
も

い

く

つ
か

の
レ
ベ
ル
が
生
じ
る
。
「
心
の
う
ち
」

「
心

の
ほ
ど
」

「
心
の
す
ゑ
」
等

々
、 
『
玉
葉
集
』

の
い
く

つ
か
の

「
心
の
～
」
型
用
語

(表
-
参
照
)
が
そ
れ

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
の
状
態

の
移
ろ

い
の
中

で
、
時
間
が
最
も

経
過
し
た
時
、
そ

の
折

の
心
情

や
心
理
の
存
在
す
る
心
の
位
置
、
そ
こ
に

「
心

の
底

」
が

た
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。

 
そ
れ
は
逆

に
言

え
ぽ
、
「
心
」
を
位
置

の
あ

る
も

の
と
し
て
と
ら
え
た

と

い

う

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り

「底

」

の
存
在
す

る

「
心
」

の
把
握

で
あ
る
。

 
そ
れ
ま
で
、
勅
撰
集

の
中

で

「
心
を
や
る
」
「
心
を

つ
く
す
」
等

の
古

風

な

表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
、
他

の
語

と
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ

っ
て
修
辞
的
な

特
性
を
発
揮
す

る
ほ
か
に
は
、
ぼ

ん
や
り
と

「
こ
こ
ろ
」
で
あ

っ
た

「
心
」
は
、

京
極
派
歌
人

に
よ

っ
て
、

よ
う
や
く
抽
象
的

に

「
心
」
と
し
て
と
ら
え
直

さ
れ

た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
「
心
の
底
」
は
我

々
の
直
接

に
感

じ
る
と
こ

ろ
1

表
面

に
は
あ
ら
わ
れ
な

い
、
心
の
真
実

の
や
ど
る
、

心
の
最
低
部

・
最

深
奥
部
1

と

い

っ
た
意
味

と
な
る
。
現
在

の
我

々
に
と

っ
て
は
、
何

で
も
な

い
あ
た
り
前

の
言
葉

に
映

る

「
心

の
底
」
が
勅
撰
集

の
歌
語
と
し

て

は
、
『
玉

葉
集
』

に
お

い
て
は
じ
め
て
、
以
上

の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
は

っ
き
り
と
用

い
ら
れ
た

の
だ
と

い
う
こ
と
に
な

る
。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19
)

 

こ
れ
を
京
極
派
和
歌

に
い
わ
れ

る
凝
視
と

い
う
こ
と

に
関
連
し
て
と
ら
え
る

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(20
)

な
ら
ば

「
凝
視
11
対
象

の
分
節

11
多
元
化
」
と
す

る
岩
松
研
吉
郎
氏

の
説
が
参

考

に
な
る
。
1

歌
語

と
し
て
は
め
づ
ら
し
い

「
壁
や
窓
」
が
京
極
派

の
歌
材

と
な
る

こ
と
を
凝
視

と

い
う
点

か
ら
論
述
さ
れ
1

 
 
凝
視
し
て
対
象

を
分
節
す

る
た
め

に
は
、

そ
の
手
が

か
り
や
枠
組
み
が
必

 
 
要

な

の
で
あ

っ
て
京
極
派
が
あ
え
て

「
壁
」
や

「窓
」

を
歌
材
と
し
て
導

 
 
入
し
た

の
は
そ
の
た
め
だ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る

(後
略
)

こ
こ
で
の

「
対
象
」

を

「
心
情
心
理
」

に
、

「
壁
」
や

「
窓
」
を

「
心

の
底
」

に
置
き
換
え
れ
ぽ
、

こ
れ

は
そ

の
ま
ま
京
極
派

の
恋
歌
に
適
用
さ

れ

る
。
「
心

の
底
」
は
京
極
派
恋
歌

に
お
い
て
心
情
心
理
を
分
節
す
る
、
す
な
わ
ち
多
元
化

す

る
枠
組
み

の

一
つ
と
も

と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
た
、
京

極
派

恋
歌

の
抽
象
化

の
手
法
と
関
連

さ
せ
て

一
首
全
体

の
構
成
に

つ
い
て
述
べ
る
な

ら
ぽ
、
京
極
派

で
は
、
恋

の
心
を
抽
象
化
し
て
と
ら
え
、
そ
の
上
で
、
そ

の
抽

象
化
さ
れ

た
心
を
時

間

の
推
移

に
そ

っ
て
整
理
す

る

「
多
元
化
す
る
」
構
成
と

い
う

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

ろ
う
。

 

『
玉
葉
集
』

に
お
け
る

「
心
の
底
」
と
題
し
な
が
ら
結
局
多
く
を
恋
歌

の
手

法

に
つ
い
て
語
る

こ
と
と
な

っ
た
が
、
そ
れ
が
京
極
派

の
手
法
と
し

て
叙
景
歌

に

つ
い
て
も
通
用
す
る

こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

 

ま
た
こ
の
言
葉

に
そ

っ
て
、
京
極
派
和
歌

の
宗
教
的
も
し
く

は
精
神
的
側
面

が
語
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
そ
れ

に
つ
い
や
す
多
く

の
用
意
を
持
た

な
い
。
京
極
派

の
時

代
と
風
土
に
対
し

て
持

つ
意
味
と
と
も
に
、
今
後

の
勉
強

の
課
題
と
し
て
他

日
を
期

し
た

い
。
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注1
 
『伏
見
院
御
製
の
研
究
』
(
一
九
四
三

・
人
文
書
院
)
第
四
章
第

一
節
独
特
な
る
御

 
表
現
の
第

一
項
か
ら
第
三
項
に

「色
」 
「
む
ら
む
ら
」 
『心
」
と
い
う
語
彙
を
掲
げ

 
る
。 
『永
福
門
院
』
前
篇
第
四
章
第
四
項
第
四
類
御
語
彙
の
項

に

「
む
ら

む
ら
」

 

「色
」
を
掲
げ
る
。

2
 
『京
極
派
歌
人
の
研
究
』
(
一
九
七
四

・
笠
間
書
院
)
終
章
第

一
節
玉
葉
風
雅
表
現

 
の
特
異
性

3
 
『風
雅
集
の
基
礎
的
研
究
』
(
一
九
八
六

・
笠
間
書
院
)
第
三
編
四
季
部
の
構
成
と

 
歌
題
の
特
質

4
 

「窓

の
周
辺
-

京
極
派
歌
風

の

一
面
」

(『芸
文
研
究

』
第

四
十
号

・
一
九
八
四
)

5
 
以
下
、
勅
撰
和
歌
集

の
底
本

は

『新
編
国
歌
大
観
』
第

一
巻

(
一
九

八
三

・
角
川

 
書
店
)

に
ょ
る
。
ま
た

『～
和
歌
集
』

の

「和
歌
」
を
略
し
て
し
る
す
。

6
 
前
掲

・

『京
極
派
歌
人
の
研
究
』
終
章
第

二
節
京
極
派
歌
人

一
覧

7
 

『中
世
和
歌
史

の
研
究
』

(
一
九

七
二

・
角
川
書
店
)
所
収

「京
極
派

歌

風

の

要

 
点

」

8
 
『金
葉
集
』

は
二
度
本
三
奏
本

と
も
に
○
。

9
 
使
用
し
た

『古
今
集
』

か
ら

『玉
葉
集
』
ま

で
の
総
索
引

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

 
古
今
集
-
西
下
経

一
・
滝

沢
貞
夫
編

・
一
九
五
入

 
後
撰
集
ー
大
阪
女
子
大
国
文
学
研
究
室
編

・
一
九
六
五

 
拾
遺
集
ー
片
桐
洋

一
編

・
一
九
入
○

 
後
拾
遺
-
集
糸
井
通
浩

・
渡

辺
輝
道
編

・
一
九

七
六

 
金
葉
集
ー
増
田
繁
夫

編

・
一
九

七
六

 
詞
花
集
-
滝
沢
貞
夫

編

・
一
九

七

二

 
千
載
集
i
編
者
同
前

・
一
九
七
六

 
ま
た
、 

『新
古
今
集

』
以
下

『玉
葉
集
』
ま

で
の
総
索
引
は
す
べ
て
滝
沢
貞
夫
氏
編

 

・
明

治
書
院
版
に
よ

っ
た
。

10
 
分
類

に
際
し
て
は
、
大

よ
そ
次

の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
注
意
を
払

っ
た
。
句

と
し
て

 
の
結

び
つ
き

の
つ
よ
い
A

・
B
型
を
最
優
先
と
し
た
。
具
体
的

に
は
、
例
え
ば
A

・

 
C
型
が
共
存
し

て
い
る

「
わ
た

つ
み
の
底

に
沈

め
る
」

の
よ
う
な
場
合
は
、 

「わ
た

 

つ
み
の
底
」
を

と
り
A
型

に
分
類
。
ま
た
句
が
重
な
る
場
合

は
区
切
れ

の
位
置
に
よ

 

っ
て
所
属
を
決
め
た
。
例

え
ば

「
わ
た

つ
み
の
底

の
も
く
ず
」
は

「底

の
も
く
ず
」

 
で
B
型

に
分
類
す
る
等
で
あ

る
。
各
型

に
つ
い
て
の
細
部
に
関
し
て
は
、

A
型
用
語

 
は

「心
の
底
」

に
関
係
の
深

い
用

語
で
あ
る
こ
と
を

考

え
、
そ

の

「～
の

底
」

の

 

「～

」
の
部
分
を
細
か
く
分
類
表
示

し
た
。

B
型
用
語
で
は

「そ
こ
の
心
」
を
分
け

 

て
掲
示
し
た
。

こ
の

「
そ
こ
」
は
あ
な
た
の
意

を
か
け
た
懸
詞

で
あ

る
。

E

に

は

 

「そ
こ
の
心
」
以
外
の
懸
詞
ー

ほ
と
ん
ど
が
場
所
の
其
処
を
か
け
た
も
の
ー

を

 

掲
げ
た
。

11
 

『新

編
国
歌
大
観
 
第

二
巻

・
私
撰
集
編
』
(
一
九
八
四

・
角
川
書
店
)

『同

・
第

 

三
巻
私
家
集

編
1
』

一
九
八
五

・
角
川
書
店
)

に
よ
る
。
以
下
、
私
家
集

引
用
の
歌

 

お
よ
び
そ
の
番

号
も
同
様

で
あ

る
。

12
 

「か
け
路
」

「か
げ
路
」

の
ど
ち
ら

の
意
に
も
と
れ
る
が
、
ど
ち
ら
の
意

に
と

っ
て

 

も

こ
こ
で
の
当
面

の
問
題

(修
辞
的
な
面
か
ら
の
)

に
は
、
さ
し
さ
わ
り
が
な

い
と

 

思
わ
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は

一
応

「か
け
路
」
と
し
て
お
く
。

13
 
前

掲
岩
松

氏
論
文

に
い
う

「歌
語
世
界
の
拡
大
を

は
か
る
」
と

い
っ
た
意

味
に
お

 

い
て
。

14
 

「心

の
底
」
に
関

し
て
、
和
歌
以
外
で
の
先
行

例
と
し
て
、
漢

語

の

「心
底
」
と

 

い
う
言
葉
を
、
仏
教
語
に
わ
た

っ
て
調
査

し
て
み
た
が
和
歌
に
先
行
す

る
古

い
用
例

 

を
捜

し
え
な
か

っ
た
。
釈
教
歌

・
神
祇
歌

に
お
け

る

「心
の
底
」

の
使
用
も
、
和
歌

 

の
修
辞
的
用
法
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
強

い
と
い
う

こ
と
が

で
き

る
で
あ

 

ろ
う
。

15
 
代
名
詞

・
疑
問
代
名
詞

の
類
も
抽
象
名
詞

の

一
類
と
し
て
表
示
し
た
。 

「心
」
と

 

「人
」
以
外
に
名
詞
を
全
く
用

い
て
い
な

い
も

の
も
、
抽
象
名
詞

の
部
類

に
所
属
さ

 

せ
た
。

16
 
小
稿

「玉
葉
集
恋
歌
の
表
現
」

(『三
田
國
文
』
第
三
号

・
一
九
八
五
)

17
 
三
代
集
以
降

の
勅
撰
集

で
は
減
少
し
続
け
、 

『新
古
今
集
』
恋
部

の
用
例

で
は
懸

 
詞
を
用

い
た

】
例
を
除

い
て
見

い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
が

そ
の

一
証
と
な
ろ
う
。

18
 
例
え
ば
遊

義
門
院
権
大
納
言
な
ど
が
そ
れ
に
あ

た
る
。
彼
女
は
為
世

の
娘

で
歌
人

 
と
し

て
は

二
条
派
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遊
義

門
院

(伏
見
院

の
妹
)
は
京

 
極
派

の
歌
人
で
あ
る
。

そ
の
歌
に
遊
義
門
院

に
ょ
る
京
極
派
的
影
響

を
受
け
る
も

の

 

の
あ

ろ
う

こ
と
は
十
分

に
考

え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

19
 
前
掲
福
田
氏
論
文

「京
極
派
歌
風

の
要
点
」

20
 
前
掲
岩
松
氏
論
文
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