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〈
研
究
レ
ポ
ー
ト
〉

古
今
和
歌
集
の
巻
頭
歌

│
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は
む
│

上

野

英

二

一

『
古
今
和
歌
集
』
は
、
四
季
の
歌
、
春
歌
の
部
か
ら
始
ま
る
。
そ
の

巻
頭
、
第
一
首
。

　

ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
、
詠
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
元
方

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
ゝ
せ
を
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と

や
言
は
む

新
年
と
立
春
は
一
致
し
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
暦
の
関
係
で
そ
れ
は

ま
ま
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
、
元
日
を
待
た
ず
に
立
春
と
な
る
こ
と
が

あ
っ
た
（
年
内
立
春
）。
こ
の
歌
は
、
そ
れ
を
素
材
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
だ
年
も
明
け
な
い
う
ち
に
春
が
来
た
。
さ
て
、
こ
の
一

年
を
、
も
う
「
立
春
」
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
「
去
年
」
と
言
う
べ
き
な

の
か
、
い
や
い
や
ま
だ
「
年
内
」
な
の
だ
か
ら
「
今
年
」
と
言
う
べ
き

な
の
か
。

春
の
訪
れ
を
、
い
か
に
も
『
古
今
集
』
ら
し
く
詠
ん
だ
歌
だ
が
、
し

か
し
こ
の
歌
も
『
古
今
集
』
自
体
も
、
そ
の
評
判
は
必
ず
し
も
芳
し
く

な
い
。
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貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
『
古
今
集
』
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之

候
。（
中
略
）
先
づ
『
古
今
集
』
と
い
ふ
書
を
取
り
て
第
一
枚
を

開
く
と
直
ち
に
「
去
年
と
や
い
は
ん
今
年
と
や
い
は
ん
」
と
い
ふ

歌
が
出
て
来
る
、
実
に
呆
れ
返
つ
た
無
趣
味
の
歌
に
有
之
候
。
日

本
人
と
外
国
人
と
の
合
の
子
を
日
本
人
と
や
申
さ
ん
外
国
人
と
や

申
さ
ん
と
し
や
れ
た
る
と
同
じ
事
に
て
、
し
や
れ
に
も
な
ら
ぬ
つ

ま
ら
ぬ
歌
に
候
。

（
正
岡
子
規
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」）

ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
し
も
の
『
古
今
集
』
の
命
脈
も
止
め

を
刺
さ
れ
た
か
に
見
え
た
ほ
ど
の
激
越
の
言
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
」。
歌
は
ま
ず
、
春
の
訪
れ
を
歌
う
。

「
春
よ
来
い
。
早
く
来
い
」。
相
馬
御
風
作
詞
「
春
よ
来
い
」
の
歌
を

引
く
ま
で
も
な
く
、
今
も
昔
も
春
は
待
た
れ
、
そ
の
訪
れ
は
待
ち
遠
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

雪
の
降
り
け
る
を
詠
み
け
る

清
原
深
養
父

冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る

ら
む

（『
古
今
集
』
冬
歌
三
三
〇
）

雪
の
降
る
冬
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
降
る
雪
を
散
る
花
に
見
立
て
、

雲
の
彼
方
に
春
を
幻
想
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
冬
の
内
に
春
を
呼
び
込

も
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
冬
の
雪
を
、
あ
え
て
「
花
」
と
言
い
、

「
春
」
と
続
け
た
の
は
、
そ
う
言
葉
に
す
る
こ
と
で
そ
の
実
現
を
確
信

し
よ
う
と
し
た
、
す
な
わ
ち
言
ほ
ぎ
で
あ
っ
た
。

冬
の
内
の
春
。
春
の
訪
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
待
望
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
対
し
て
「
年
の
内
」
の
春
。
こ
ち
ら
は
年
の
明
け
る
の
を
待
た

ず
に
、
春
の
ほ
う
か
ら
来
て
く
れ
た
。
こ
れ
が
喜
ば
し
く
な
い
は
ず
が

な
い
。
そ
の
喜
び
を
、
嬉
し
い
悲
鳴
の
か
た
ち
で
と
ま
ど
っ
て
み
せ
た

の
が
、「
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は
む
」
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
も
ま
た
、
一
種
の
言
ほ
ぎ
で
あ
ろ
う（
１
）。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
巻
頭
の
歌
と
し
て

も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
古
代
、
季
節
の
順
調
な
運
行
は
、
時
を
支
配
す
る
帝
王

の
徳
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
一
年
の
始
ま
り
を
告

げ
る
春
の
順
調
な
訪
れ
は
、
何
よ
り
そ
の
徳
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
延
暦
十
四
（
七
九
五
）
年
正
月
十
六
日
、
平
安
の
新
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都
へ
の
遷
都
に
あ
た
っ
て
「
新
京
楽
、
平
安
楽
土
、
万
年
春
」
と
唱
え

ら
れ
た
こ
と
は
（『
類
聚
国
史
』）、
春
の
訪
れ
と
そ
の
永
続
、
そ
し
て

帝
徳
の
隆
盛
を
言
ほ
い
で
、
新
京
の
完
成
を
祝
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。

『
古
今
集
』
編
纂
前
夜
の
漢
詩
人
島
田
忠
臣
も
、
年
明
け
と
立
春
と

が
一
致
し
た
新
年
（
貞
観
七
（
八
六
五
）
年
）
を
、「
七
年
歳
旦
立

春
」
詩
に
詠
ん
で
、「
四
序
調
均
第
七
年　

三
朝
自
与
二
立
春
一
旋
」

（『
田
氏
家
集
』）
と
讃
え
た
。「
三
朝
」
と
は
、
一
年
と
一
月
と
一
日
の

三
つ
の
朝
が
揃
う
元
旦
の
こ
と
、
こ
の
年
は
さ
ら
に
そ
れ
に
「
立
春
」

が
重
な
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、「
四
序
」
す
な
わ
ち
四
季
の
順
序
が
、

「
調
均
」
す
な
わ
ち
調
和
し
て
順
調
で
あ
る
と
慶
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ

た
。「

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
」
は
、
そ
の
一
段
上
を
行
く
。「
年
の
明

け
る
の
も
待
ち
き
れ
ず
に
、
春
の
ほ
う
か
ら
勇
ん
で
駆
け
つ
け
て
く
れ

た
。
何
と
め
で
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ほ
ど
今
の
世
は
よ
い
世

の
中
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
ほ
か
な
ら
ぬ

勅
撰
和
歌
集
の
巻
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
う
い
う
治
ま
る
御

代
を
言
ほ
ぎ
、
結
果
と
し
て
帝
徳
を
讃
え
た
歌
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

子
規
の
立
言
に
疑
問
を
呈
し
た
川
口
久
雄
「『
古
今
和
歌
集
』
と
漢

文
学
―
「
年
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
」
と
い
う
歌
に
つ
い
て
―
」

（『
西
域
の
虎
―
平
安
朝
比
較
文
学
論
集
―
』）
も
、「
年
内
立
春
」
の
テ

ー
マ
を
文
学
史
に
辿
っ
て
い
る
。

年
内
立
春
を
意
識
し
た
作
品
は
ま
ず
家
持
な
ど
が
古
い
と
こ
ろ
ら

し
い
。（
中
略
）

次
い
で
道
真
は
新
撰
万
葉
な
ど
で
は
そ
う
い
う
歌
を
と
っ
た
り
し

て
は
い
な
い
が
、
自
ら
漢
詩
に
年
内
立
春
を
よ
ん
で
い
る
。
仁
和

四
年
（
八
八
八
）
十
二
月
二
十
六
日
、
任
地
讃
岐
で
立
春
を
迎
え

た
時
の
七
律
で
あ
る
。（
中
略
）

こ
の
ほ
か
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
十
二
月
十
九
日
、
太
宰
府
に
お

い
て
も
よ
ん
で
い
る
。

　
　

元
年
立
春

天
は
長
く
寒
く
し
て
万
物
の
凋し
ぼ

み
に
た
る
を
愍あ
は
れみ

て

晩
冬
に
催う
な

が
し
立
つ　

早
春
の
朝

浅
き
と
深
き
と
何い
づ

れ
の
水
か
氷
な
ほ
結
べ
る
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高
き
と
卑ひ
く

き
と
山
と
し
て
雪
の
消
え
ざ
る
こ
と
な
し

（
下
略
）

な
ど
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
白
氏
文
集
の
、
た
と
え
ば
、

　
　

府
西
池

柳
気
力
な
く
し
て
條え
だ

先
づ
動
き

池
に
波
の
紋
あ
り
て
氷
尽こ
と
ご
とく
開
く

今
日
知
ら
ず　

誰
か
計
会
し
て

春
の
風
春
の
水
一
時
に
来
ら
む
こ
と

な
ど
と
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
元
稹
と
白
居
易
が
贈
答
し
た

と
こ
ろ
の
『
元
白
唱
和
集
』
に
み
え
る
、

氷
田
地
に
消
え
て
蘆
錐
短
く

春
は
枝
條
に
入
つ
て
柳
眼
低た

る

な
ど
の
元
稹
の
作
に
も
通
ず
る
詩
情
で
あ
る
。
要
す
る
に
冬
の
氷

の
な
か
か
ら
、
春
が
う
ご
き
出
し
て
く
る
こ
と
に
興
味
を
感
ず
る

の
で
あ
り
、
氷
は
旧
年
の
象
徴
で
あ
り
、
花
や
柳
は
新
春
の
象
徴

で
あ
り
、
元
白
は
年
内
立
春
と
い
う
こ
と
は
う
た
わ
な
い
ま
で
も
、

そ
の
詩
情
を
う
た
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
元
白
を
愛
誦
し
た
道
真

あ
た
り
が
、
こ
の
詩
情
を
年
内
立
春
と
い
う
も
の
に
結
び
つ
け
た

と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
あ
と
を
う
け
、
道
真
と
同
じ
く
大
内
記
を
歴
た
貫
之
が
、
元

白
を
愛
誦
し
、
道
真
の
詩
を
も
消
化
し
て
い
た
こ
と
は
う
た
が
い
な

く
、
し
た
が
っ
て
年
内
立
春
の
意
識
は
か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。（
下
略
）

「
要
す
る
に
冬
の
氷
の
な
か
か
ら
、
春
が
う
ご
き
出
し
て
く
る
こ
と

に
興
味
を
感
ず
る
」「
詩
情
」
と
言
う
が
、
こ
の
観
点
で
菅
原
道
真

「
元
年
立
春
」
の
詩
を
見
る
と
き
、
そ
の
「
春
が
う
ご
き
出
し
て
く

る
」
の
は
、「
天
」
の
「
愍
み
」
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
天
は
寒
い
冬
が
長
く
続
い
て
万
物

に
元
気
の
無
い
こ
と
に
心
を
痛
め
、
年
明
け
を
待
た
ず
に
春
を
立
た
し

め
た
、
そ
れ
は
天
の
配
剤
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
詩

は
「
年
内
立
春
」
の
春
暖
の
情
景
を
讃
え
る
が
、
翻
っ
て
そ
の
筆
は
太

宰
府
流
謫
の
我
が
身
の
上
に
及
び
、「
根
抜
樹
応
二
花
思
断
一　

骨
傷
魚

豈
浪
情
揺
」
と
、
独
り
そ
の
恩
恵
に
浴
せ
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
天
の
感

じ
て
「
年
内
立
春
」
と
な
っ
た
、
せ
っ
か
く
の
好
時
節
に
恵
ま
れ
な
が

ら
、
我
が
身
は
不
遇
を
託
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
想
い
を

遠
く
都
へ
と
馳
せ
る
。「
偏
憑
三
延
喜
開
二
元
暦
一　

東
北
廻
レ
頭
拝
二
斗

杓
一
」。
彼
は
、
そ
の
年
、
年
号
を
新
た
に
「
延
喜
」
と
改
元
し
て
治

政
に
臨
む
、
醍
醐
天
皇
の
仁
慈
を
期
待
し
て
、
都
の
方
、
東
北
の
夜
空

を
仰
い
だ
の
で
あ
っ
た
。「
浅
き
水
も
深
き
水
も
氷
が
ま
だ
結
ん
で
ゐ
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る
の
は
何
処
に
も
な
く
、
高
き
山
も
低
き
山
も
雪
が
消
え
な
い
山
は
な

い
と
延
喜
改
元
の
御
代
と
な
つ
て
萬
物
は
皆
春
の
喜
び
に
あ
つ
て
ゐ
る

こ
と
を
作
つ
て
、
暗
に
菅
公
自
身
の
境
遇
を
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
」（
柿

村
重
松
『
倭
漢
新
撰

朗
詠
集
要
解
』）。

そ
こ
で
改
め
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
冒
頭
で
「
年
内
立
春
」
を
天
の

配
剤
と
し
た
の
は
、
畢
竟
そ
れ
は
、
天
皇
の
仁
慈
に
天
が
感
じ
た
結
果

だ
と
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
皇
の
仁
政
に
天
が
感
応
し
、
あ
た
か
も
改
元
し
た
そ
の
年
の
う
ち
に

春
を
立
た
し
め
た
。
年
明
け
を
待
た
ず
に
春
が
来
た
の
は
、
帝
徳
に
天

が
感
じ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
背
後
に
は
「
年
内
立
春
」
に
対
す

る
、
そ
う
い
う
捉
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
れ
ば
、『
古
今
集
』
巻
頭
歌
、「
年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
」
も
、

年
の
明
け
る
の
も
待
ち
き
れ
ず
に
、
勇
ん
で
春
が
馳
せ
参
じ
て
来
た
、

と
い
う
慶
び
を
詠
じ
て
、
結
果
的
に
、
帝
徳
を
讃
え
た
歌
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
季
節
の
巡
行
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体

慶
ぶ
べ
き
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
帝
徳
の
現
れ
で
も
あ
る
。
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
た
び
は
、
そ
の
上
を
行
っ
て
、
年
の

明
け
る
の
に
先
ん
じ
て
、
慶
ぶ
べ
き
好
時
節
が
勇
ん
で
到
来
し
て
来
た
。

天
皇
の
仁
政
を
慕
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
今
時
天
皇
の

仁
慈
は
広
く
深
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
歌
は
結
果
と
し
て
歌
う
も
の

で
は
な
か
っ
た
か（
２
）。

そ
う
考
え
る
と
き
、
こ
の
歌
は
、
本
朝
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
の
開
巻

を
高
ら
か
に
告
げ
る
、
巻
頭
慶
祝
の
歌
と
し
て
、
ま
さ
し
く
ふ
さ
わ
し

い
も
の
に
な
る
。

さ
れ
ば
、『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
に
言
う
。

さ
て
此
集
は
よ
く
物
の
法
度
を
直す
ぐ

に
す
る
に
、
大
か
た
さ
し
む
き

た
る
立
春
を
ば
入
ず
し
て
、
年
の
内
の
立
春
入
る
事
は
如
何
。
此

集
は
、
こ
れ
君
子
の
徳
、
万
姓
の
楽
し
み
あ
ら
ん
事
を
元
と
せ
り
。

春
と
い
ふ
は
、
四
時
に
取
り
て
は
祝
ひ
の
時
、
万
物
の
始
め
な
り
。

春
の
来
た
る
事
は
恵
み
の
発
す
る
義
な
り
。
し
か
れ
ば
仁
徳
も
末

遠
く
起
こ
り
、
民
の
心
も
楽
し
む
べ
き
を
、
先
づ
尺
す
る
義
な
り
。

『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
以
下
、
嘉
い
季
節
の
訪
れ
を
待
望
し
、
謳

歌
し
、
そ
の
去
り
行
く
の
を
愛
惜
す
る
歌
が
並
ぶ
。
そ
れ
ら
も
ま
た
治

ま
る
御
代
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）「
雪
の
内
に
春
は
来
に
け
り
」
と
、
よ
く
似
た
表
現
で
歌
い
起
こ
す

「
二
条
の
后
の
春
の
初
め
の
御
歌
」（
春
歌
上　

四
）、

　
　

雪
の
内
に
春
は
来
に
け
り
鴬
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む

も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
暦
の
上
で
は
春
に
な
っ
た
は
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ず
な
の
に
、
現
実
は
雪
景
色
、
春
の
気
配
と
て
な
い
。
そ
こ
で
春

を
求
め
て
、
想
像
を
遠
く
山
間
の
谷
間
へ
と
馳
せ
た
の
で
あ
る
。

春
告
鳥
で
あ
る
鴬
も
冬
の
間
は
谷
に
い
る
と
い
う
の
が
、
中
国

『
詩
経
』
以
来
の
理
解
。
ま
た
「
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む
」

も
、
立
春
の
日
の
「
東
風
解
凍
」（『
礼
記
』）
に
基
づ
く
。
す
な

わ
ち
、
今
こ
こ
に
は
春
の
気
配
も
な
い
け
れ
ど
も
、
遠
く
の
谷
間

で
は
春
風
が
立
っ
て
、
鴬
の
涙
の
氷
を
解
か
し
て
い
る
に
違
い
な

い
、
鶯
が
来
て
春
を
告
げ
る
の
も
、
そ
う
遠
く
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
、
言
葉
の
上
に
春
の
情
景
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
春
の
訪
れ
を

言
ほ
い
だ
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
真
優

佳
「
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
い
ま
や
と
く
ら
む
―
『
古
今
集
』「
二
条

后
の
春
の
初
め
御
歌
」
考
―
」（『
成
城
国
文
学
』
第
十
九
号
）
参

照
。

（
２
）

何
よ
り
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
天
皇
の
仁
慈
の
下
に
編
纂
さ
れ
た

こ
と
を
標
榜
す
る
歌
集
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
あ
ま
ね
き

御
う
つ
く
し
み
の
波
、
八
洲
の
外
ま
で
流
れ
、
広
き
御
恵
み
の
陰
、

筑
波
山
の
麓
よ
り
も
茂
く
お
は
し
ま
し
て
」（
仮
名
序
）、「
仁
流二
秋

津
洲
之
外
一
、
恵
茂
二
筑
波
山
之
陰
一
」（
真
名
序
）。

（
う
え
の
・
え
い
じ　

成
城
大
学
教
授
）


