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「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
お
け
る

割
り
書
き
に
つ
い
て
の
一
考
察

石　

丸　

真　

弥

 ISH
IM

A
RU

 Shinya

　

本
作
は
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
お
け
る
割
り
書
き
を
取
り
入
れ
て
制

作
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
の
概
要
を
示
し
て
お
こ
う
。「
元
永
本

古
今
和
歌
集
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
現
存
最
古
の
完
本
で
、
上
冊
の
末
尾
に

あ
る
「
元
永
三
年
（
一
一
二
〇
）
七
月
廿
四
日
」
の
奥
書
に
ち
な
ん
で
「
元
永

本
」
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
綴
葉
装
に
よ
る
上
下
二
冊
の
冊
子
本
で
、
仮
名
序

と
と
も
に
本
文
二
十
巻
す
べ
て
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
真
名
序
は

書
写
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
古
来
よ
り
源
俊
頼
〈
一
〇
五
五
─
一
一
二
九
〉

と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
、
飯
島
春
敬
氏
（『
書
芸
』
六
・
１
～
６

「
元
永
本
古
今
集
に
就
い
て
」）・
小
松
茂
美
氏
（『
元
永
本
古
今
和
歌
集
の
研

究
』）
の
研
究
に
よ
り
、「
三
蹟
」
の
一
人
・
藤
原
行
成
〈
九
七
二
─
一
〇
二

七
〉
を
祖
と
す
る
世
尊
寺
家
四
代
目
の
藤
原
定
実
〈
～
一
〇
七
七
─
一
一
一
九

～
〉
を
筆
者
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
料
紙
は
、
日
本
製
の
唐
紙
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
表
面
は
、
木
版
に
よ
る
雲
母
摺
り
・
空
摺
り
よ
っ
て
、
唐
草
文
・

花
襷
文
・
七
宝
文
・
亀
甲
文
な
ど
の
十
五
種
類
の
文
様
が
あ
る
。
た
だ
し
、
東

京
国
立
博
物
館
に
お
け
る
近
年
の
調
査
で
、
重
ね
唐
草
文
と
小
重
唐
草
文
は
同

一
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も
出
た
こ
と
が
恵
美
千
鶴
子
氏
（「
元
永
本
古
今
和

歌
集
の
魅
力
と
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
」『
墨
』
二
六
五
号
、
芸
術
新
聞
社
、
二

〇
二
〇
年
）
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
は
、
金
銀
の
切
箔
、
砂
子
、

芒
な
ど
を
撒
い
た
染
紙
で
華
麗
に
装
飾
さ
れ
て
い
る
。
紫
、
赤
、
緑
、
黄
、
茶
、

白
な
ど
色
と
り
ど
り
で
、
濃
か
ら
淡
、
淡
か
ら
濃
へ
と
色
を
連
ね
る
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
本
紙
寸
法
は
二
一
・
一
×
一
五
・
五
㎝
。
書
風
は
、
初
代
行

成
や
父
で
あ
る
三
代
目
の
藤
原
伊
房
〈
一
〇
三
〇
─
一
〇
九
六
〉
を
基
礎
と
し

な
が
ら
も
、
四
代
目
と
し
て
の
独
自
性
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
そ
の
縦
長
で
ス

マ
ー
ト
な
書
風
は
瀟
麗
で
あ
っ
て
韻
致
が
深
い
。
直
筆
と
側
筆
を
上
手
く
使
い

わ
け
、
あ
え
て
伊
房
の
書
風
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
を
し
て
い
る
部

分
も
あ
る
。
書
式
に
お
い
て
は
、
連
綿
、
散
ら
し
書
き
、
は
な
ち
書
き
、
割
り



─ 37─

書
き
を
巧
み
に
行
い
、
千
変
万
化
の
書
法
を
尽
く
し
て
い
る
。
漢
字
と
仮
名
の

調
和
や
散
ら
し
書
き
の
多
様
性
が
特
に
素
晴
ら
し
い
。
ま
た
、
草
仮
名
を
駆
使

す
る
な
ど
使
用
字
母
数
は
歴
代
随
一
で
、
漢
文
的
配
字
や
『
万
葉
集
』
の
表
記

を
彷
彿
さ
せ
る
当
て
字
（
覧
・
藍
・
南
・
鴨
・
鞆
な
ど
）、
片
仮
名
ワ
の
原
字

を
用
い
る
と
い
っ
た
表
現
も
試
み
て
い
る
。
六
代
目
の
藤
原
伊
行
〈
～
一
一
四

九
─
一
一
七
五
〉
が
著
し
た
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
の
「
さ
う
し
書
様
」
に
は
、

ま
づ
ひ
き
ひ
ろ
ぐ
る
は
し
よ
り
書
べ
し
。
…
…
て
の
様
々
を
一
帖
が
う
ち

に
み
せ
て
か
ゝ
る
べ
し
。
や
う
〳
〵
と
い
ふ
は
い
ろ
は
か
き
。
さ
う
み
だ

れ
た
る
さ
ま
か
へ
て
書
べ
し
。
…
…

（『
群
書
類
従
』）

と
あ
り
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
お
い
て
も
そ
の
故
実
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
、
書
作
と
書
論
が
合
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
定
実
筆
の
基
準
作
例
の

中
で
も
、
極
め
て
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
。
も
と
、
加
賀
前
田
家
伝
来
で
、
三

井
高
大
氏
の
遺
志
に
よ
っ
て
東
京
国
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
、
現
在
は
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
お
け
る
割
り
書
き
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
こ
う
。
ま
ず
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
も
の
は
多
数
あ
る
が
、
こ
の
割
り
書
き
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
も
の

は
ほ
ぼ
無
い
と
思
わ
れ
る
。
名
称
に
つ
い
て
は
、
割
字
書
（『
飯
島
春
敬
全
集

第
七
巻
平
安
五
』
書
藝
文
化
新
社
）、
割
り
書
き
（『
古
筆
辞
典
』・『
古
筆
の
鑑

賞
』・『
古
筆
大
辞
典
』
春
名
好
重
著
）、
割
り
書
・
割
書
（『
笹
舟
か
な
教
室
基

礎
下
』
桑
田
笹
舟
著
）
な
ど
が
あ
る
。
春
名
好
重
氏
の
『
古
筆
大
辞
典
』（
淡

交
社
）
の
「
わ
り
が
き
・
割
り
書
き
」
の
項
で
は
、

一
行
書
く
と
こ
ろ
に
、
文
字
を
小
さ
く
し
て
、
二
行
並
べ
て
か
く
こ
と
、

双
行
と
も
い
う
。
割
り
書
き
の
注
は
割
注
と
い
う
。
漢
籍
や
注
経
の
本
文

は
文
字
を
大
き
く
書
い
て
い
る
が
、
注
は
小
さ
い
文
字
で
二
行
に
並
べ
て

書
い
て
い
る
。
そ
れ
故
本
文
と
注
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
伝
藤
原
佐
理
筆
『
筋
切
』
は
和
歌
の
書
写
に
割
り
書
き
を
し
て
い
る
。

「
は
る
の
き
る
霞
の
こ
ろ
も
ぬ
き
を
う
す
み

や
ま
か
ぜ
に

こ
そ
み
だ
る
べ
ら

な
れ　
　
　

」「
は
る
の
よ
の
や
み

は
あ
や
な
し
む
め
の
花

色
こ
そ
み
え
ね
香
や
は
か
く

る
　ゝ
　

」
な
ど
と
書
い
て
い
る
の
は
割
り
書
き
で
あ
る
。

二
行
に
書
く
歌
を
一
行
に
書
く
た
め
割
り
書
き
に
し
た
の
で
あ
る
。
…
…

と
説
明
し
、「
天
治
本
万
葉
集
（
仁
和
寺
切
）」・「
平
等
院
切
」
の
書
き
方
に
つ

い
て
も
割
り
書
き
・
割
り
書
き
と
同
じ
よ
う
な
書
き
方
と
い
う
見
解
を
示
し
て

い
る
。
藤
原
定
家
筆
「
伊
達
家
本
古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
」、「
嘉
禄
二
年
本
古

今
和
歌
集
」
や
伝
頓
阿
筆
「
古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
」
で
は
割
注
を
確
認
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
あ
る
割
り
書
き
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

【
上
冊
】

巻
第
一い以

ろ呂

も毛

か加

も旡
お
な
じ
む
か
し　

に
さ
く
ら
め
ど
ゝ
し志

ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た

ま
り
け
る
…
Ⓐ 

57　

①

巻
第
四や

ま
ざ佐

と
は
あ
き
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し　

け
れ
し
か
の
な
く
ね祢
に
め
を　
　

さ
ま
し
つ
ゝ
…
Ⓐ 

214　

②

【
下
冊
】

巻
第
十
一

か可

ゞ
り利

火
に尓

あ
ら
ぬ
も毛

の
か可

ら
な
ぞ
も

か
く
な
み
だ多

の
か可

は
に尓

う
き支

て
も
ゆ

ら
ん
…
Ⓑ 

529　

③

あ
け介

た多

て弖

ば
せ
み三

の能

を
り利

は
へ
な奈

き支

く
ら

し
よ夜

る
は八

ほ本

た多

る
の
も
え
こ
そ
わ
た

れ

…
Ⓑ 

543　

④

巻
第
十
二

き支

み三

こ
ふ
る
な
み
だ多

の
と
こ
に尓

み美

ち地

ぬ

れ礼

ば者

み
を
つ
く
し
と
ぞ所

わ和

れ
は者
な
り

ぬ
る
…
Ⓑ 

567　

⑤

巻
第
十
三

あ
き支

の能

ゝ
に尓

さ佐

ゝ
わ和

け介

し
あ悪

さ散

の能

そ

で
よ
り利

も
あ
は
で
こ
し
よ
ぞ所
ひ
ち
ま
さ
り

け
る

…
Ⓑ 

622　

⑥

君
が歟

名
も毛

わ
が可

名
も
た多

て天

じ
津
の乃

国
の
み
つ
と
も
い以

ふ布

な
あ
ひ
き
と
も

い
は
じ

 

…
Ⓑ 

649　

⑦

巻
第
十
四

お於

ほ
ぬ
さ
の能

ひ
く久

て弖

あ
ま
た多

に尓

な
り利

ぬ
れ礼

ば者

お
も
へ
ど
え
こ
そ
た多

の
ま
ざ
り

け
れ
…
Ⓑ 

706　

⑧

す
ま万

の能

う
ら
に
し志

ほ保

や
く
け介

ぶ
り利

風
を

い伊

た多

み
お於

も
は
ぬ
か可

た多

に尓
た
な
び　

き
に
け
り
…
Ⓑ 

708　

⑨

た堂

ま末

か可

づ徒

ら
は者

ふ不

木
あ阿

ま
た多

に尓

な
り李

ぬ
れ
ば者

た
え盈

ぬ
心
の能
う
れ
し　

げ
も
な
し
…
Ⓑ 

709　

⑩

た堂

が可

さ散

と
に
よ
が可

れ礼

を乎

し
て
か香

ほ本

と
ゝ

ぎ支

す数

た多

ゞ
こ古

ゝ
に二

し
も
ね
た
る　

こ
ゑ
す
る
…
Ⓑ 

710　

⑪

あ阿

か可

で天
こ
そ　

お
も
は
む
な那

か可

は八
わ
か
れ

な
め
そ
を
だ多

に尓
の
ち
の
わ
す

れ
が
た
み
に
…
Ⓐ 

717　

⑫

於
奈

無
可

所
利
介

（
と
）介

可

二

礼
多

奈
利

万
類

利

悲
支

以
者

利
介

多
二
介
利

礼
介

年
多

八

可

者

礼
可

三
尓
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わ和

た多

つ都

み美

と
あ
れ礼

に尓

し
と
こ
を越

い意

ま
さ

ら良

に尓

は者

ら
は
ゞ
そ
で弖

や
あ
は
と
う
き

な
む　
　

…
Ⓑ 

733　

⑬

あ
ふ
ま
で
の
か可

た
み
も
わ
れ
は者

な
に二

せ
む
に二

み
て
も
こ
ゝ
ろ
の能

な奈

ぐ
さ
ま
な

く
に
…
Ⓑ 

744　

⑭

巻
第
十
五

す春

ま
の
あ
ま万

の能

し
ほ保

や
き
こ
ろ
も
を越

さ

を乎

あ阿

ら
み美

ま
ど度

ほ
に尓

あ
れ
や
き
み
が可
き
ま
さ
ぬ
…
Ⓑ 

758　

⑮

巻
第
十
六

ち千

の能

な
み見

だ多

お於

ち
て
ぞ所

た
ぎ
つ
し

ら
か可

は八

ゝ
き
み
が可

よ
ま
で
の能

な奈

に尓
こ
そ

あ
り
け
れ
…
Ⓑ 
830　

⑯

巻
第
十
七

た
ま
だ堂

れ
の
こ
が可

め
は
い
づ
ら
こ
ゆ
る

ぎ
の
い以

そ所

の
な
み三

わ
け介

お於

き支

に尓
い
で
に

け
り

…
Ⓑ 

874　

⑰

あ
か可

な
く
に
ま
だ堂

き
も
つ
き支

の能

か
く
る
ゝ

か歟

山
の
は葉

に尓

げ介

て
い以

れ礼

ず数
も
あ
ら

な
む

…
Ⓑ 

884　

⑱

お於

し
て天

る
や
な
に
は
の
う
み
に

や
く
し
ほ
の
か
ら
く
も
わ
れ
は
お
い
に

け
る
か
な　

…
Ⓐ 

894　

⑲

と
ゞ
め免

あ
へ
ず須

む无

べ
も
年
と
は
い以

は者

れ禮

け介

り利

鹿
も毛

つ
れ
な奈

く
過
る
よ
は
ゐ

か

…
Ⓑ 

898　

⑳

お於

い
ぬ
と
て
な
ど
て
わ王

が可

身
を
せ勢

め
ぎ支

け
む无

お於

い意

ず
は
今
日
に尓
あ
は
ま
し

も
の
か　

…
Ⓑ 

903　

㉑

巻
第
二
十

さ散

ゝ
の能

く
ま
ひ
の
く
ま
が
は
に
こ　

ま
と
め
て
し
ば
し
み
づ
か
へ部

よ与

…
Ⓐ 

1080　

㉒

以
上
、
全
部
で
二
十
二
首
（
Ⓐ
五
首
・
Ⓑ
十
七
首
）
の
割
り
書
き
が
あ
る
こ
と

が
分
か
り
、
大
別
す
る
と
、
Ⓐ
の
歌
一
首
一
行
書
き
の
途
中
や
末
尾
に
二
行
で

小
さ
く
書
く
も
の
と
、
Ⓑ
の
歌
一
首
二
行
書
き
で
二
行
目
の
末
尾
も
し
く
は
末

尾
直
前
に
二
行
で
小
さ
く
書
く
も
の
（『
飯
島
春
敬
全
集
』
第
七
巻
平
安
五
で

は
、
Ⓐ
の
み
を
割
字
書
と
し
て
記
載
し
、
Ⓑ
に
つ
い
て
は
一
つ
も
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。
春
名
好
重
氏
の
『
古
筆
大
辞
典
』・『
古
筆
辞
典
』・『
古
筆
の
鑑
賞
』

も
同
様
。）
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
殊
な
割
り
書
き
は
、

同
筆
で
あ
る
「
巻
子
本
古
今
和
歌
集
」、「
筋
切
・
通
切
」
で
も
使
用
さ
れ
て
お

り
、
富
岡
美
術
館
蔵
の
「
巻
子
本
古
今
和
歌
集
」
断
簡
に
は
、

巻
第
十
九

人
こ
ふ
る
こ
と
を
お
も
に
と
お
も
ひ
て
も

あ
ふ
ご
な
き
こ
そ

無

支

尓

万

所利
尓

介
利

無

尓

者

以
尓

介

可

本
能
可

尓

歟 八

毛

可

可
者
耳

乃

天
之
者
之
美
川
可
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わ
び
し
か
り
けれ 

1058

と
い
う
ふ
う
に
、
Ⓐ
と
Ⓑ
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
割
り
書
き
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、「
筋
切
・
通
切
」
で
は
、
本
文
で
の
使
用
以
外
に
仮
名
序
の

中
の
小
野
小
町
の
歌
に
も
割
り
書
き
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（『
仮
名
名

跡
集
成
筋
切
（
古
今
集
）
上
』・
興
文
社
、『
日
本
名
筆
全
集
』
平
安
時
代
篇
第

四
期
巻
五
・
社
団
法
人
書
芸
文
化
院
）
な
お
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」・「
巻

子
本
古
今
和
歌
集
」
の
仮
名
序
の
同
じ
部
分
に
つ
い
て
は
、
割
り
書
き
で
は
な

く
、
本
文
と
同
じ
大
き
さ
で
書
か
れ
て
い
る
。
割
り
書
き
が
歌
の
部
分
で
の
み

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

仮
名
序お

も
ひ
つ
ゝ
ぬ
れ
ば
や
人
の
み
え
つ
ら
ん
夢
と
知
せば

さ
め
ざ
ら
ま
じ
を

わ
び
ぬ
れ
ば
よ
を
う
き
く
さ
の
根
を
絶
て
さ
そ
ふ
人　
　

あ
ら
ば
い
な

む
と
ぞ
お
も
ふ

「
わ
び
ぬ
れ
ば
」
の
歌
に
関
し
て
は
、
左
頁
の
最
終
行
で
割
り
書
き
を
し
た
も

の
の
、
収
ま
り
き
ら
ず
、「
む
と
ぞ
お
も
ふ
」
は
次
頁
の
一
行
目
に
書
い
て
い

る
。「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
左
頁
の
最
終
行
で

Ⓐ
の
割
り
書
き
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
Ⓑ
の
割
り
書
き
は
右
頁
に
も
あ
り
、

⑨
・
⑩
・
⑪
の
よ
う
に
連
続
し
て
使
用
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

割
り
書
き
は
単
な
る
行
末
に
収
め
る
た
め
だ
け
の
処
理
的
な
書
式
で
は
な
く
、

多
様
な
表
現
を
求
め
、
美
を
意
識
し
た
書
式
で
あ
る
と
考
察
す
る
。

　

あ
く
ま
で
私
の
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
歌
一
首
を
割
り
書
き
す
る
表
現
方

法
は
、
割
注
を
含
む
「
北
山
抄
・
巻
第
三
」（
拾
遺
雑
抄
上
）・「
北
山
抄
・
巻

第
七
」（
都
省
雑
事
）
の
校
合
を
し
た
定
実
な
ら
で
は
の
着
想
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。（
藤
原
伊
房
筆
「
藍
紙
本
万
葉
集
」
に
も
割
注
の
箇
所
が
あ
る
。）
ま

た
、
こ
の
割
り
書
き
が
「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」、「
巻
子
本
古
今
和
歌
集
」、

「
筋
切
・
通
切
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
書
風
が
同
筆
以
外
で
の
共
通

事
項
で
も
あ
り
、
筆
者
が
定
実
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
の
一
つ
と
し
て
、
新
た

に
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
述
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
半
切
に
大
字
仮
名
で
『
新
古
今
和
歌
集
』

の
藤
原
家
隆
〈
一
一
五
八
─
一
二
三
七
〉
の
歌
一
首
を
割
り
書
き
の
書
式
で
制

作
し
た
。
今
回
は
、
Ⓐ
の
①
・
⑲
の
割
り
書
き
を
基
本
と
し
た
。
半
切
に
割
り

書
き
す
る
た
め
、
歌
を
決
め
る
際
に
は
、
な
る
べ
く
漢
字
を
多
く
使
用
で
き
る

も
の
を
選
ん
だ
。「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
や
連
綿

を
集
字
し
、「
吉
」・「
野
」・「
川
」・「
岸
」・「
山
」・「
吹
」・「
桜
」
な
ど
頻
出

水
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す
る
漢
字
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
漢
字
と
仮
名
と
の
調
和
を
図
っ
た
。
定
実
の

書
風
を
形
成
す
る
要
素
と
な
る
縦
の
流
れ
を
意
識
し
、
線
質
の
変
化
に
留
意
し

た
。
料
紙
は
、「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
日
本
製
の
唐
紙

の
文
様
（
獅
子
二
重
丸
文
）
に
近
い
も
の
を
選
ん
だ
。「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」

に
お
け
る
割
り
書
き
と
い
う
特
殊
な
表
現
に
着
目
し
、
古
典
に
立
脚
す
る
型
を

取
り
入
れ
た
大
字
仮
名
の
表
現
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
後
は
他
の
古
筆
や
近
現
代
の
仮
名
作
品
に
お
い
て
も
割
り
書
き
が
な
い
か

調
査
・
整
理
し
、
漢
籍
等
の
割
注
と
の
関
係
も
含
め
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

【
出
典
】

『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二　

春
歌
下
158

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43
新
古
今
和
歌
集
』

校
注
・
訳
者 

峯
村
文
人　

小
学
館
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吉
野
川
岸
の
山
吹　

さ
き
に
け
り
峰
の
桜
は
ち
り
は
て

ぬ
ら
む
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