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平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

平
中
物
語
第

一
段
の
和
歌

歌
物
語
の
場
面
性
な
ど
|

は
じ
め
に

平
中
物
語
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
の
み
現
存
す
る
孤
本
で
あ
る
が
、
そ
の
本
文
は
少
な
か

ら
ぬ
校
訂
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
第
一
一

段
終
末
近
い
一
文
に
注
目
し
、
こ
の
一
文
は
本
来
存
在
し
た
一
首
の
和
歌
が
本
文
の
乱
れ

の
結
呆
分
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
老
黍
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

底
本
本
文
の
現
状

霊
堂
文
庫
本
は
鎌
倉
後
期
の
書
写
と
さ
れ
話
、
誤
写
が
多
く
、
一
話
十
八
字
で

一
面
十
一
行
書
き
、
墨
付
六
十
丁
半
の
、
っ
ち
に
、
明
ら
か
な
誤
写
だ
け
で
も
、
お
よ
そ
五

十
例
見
ら
れ
る
。
楚
疋
さ
れ
る
本
文
を
(
)
内
に
入
れ
て
例
示
す
ね
降
、

「
も
の
い
な
む
と
(
も
の
へ
い
な
む
と
ヵ
)
」
(
第
一
段
、

4
ウ
)

「
っ
か
さ
刻
め
し
を
た
に
(
「
を
」
桁
)
」
(
第
一
段
、

4
ウ
)

「
つ
れ
な
り
け
る
(
つ
れ
な
料
り
け
る
ヵ
)
」
(
第
九
段
、
げ
オ
)

「
も
の
さ
う
/
¥
討
し
く
て
(
「
さ
」
街
)
」
(
第
二
十
五
段
、
明
記
ウ
)

三主主

同

木

賜

子

鶴

な
ど
の
一
字
の
脱
字
国
円
前
字
が
も
っ
と
も
多
い
が
、

「
か
、
る
ほ
J

刊
に
(
か
、
る
ほ
U
U
に
)
」
(
第
一
段
、

4
オ
)

「
し
か
剖
(
し
か
剰
)
」
(
第
七
段
、
ロ
オ
)

の
よ
う
な
字
形
が
似
て
い
る
ゆ
え
の
誤
写
、

「
た
叶
川
町
り
け
る
よ
(
た
州
汁
り
け
る
よ
)
」
(
第
-
一
一
段
、

mウ
)

「
ひ
き
引
リ
(
ひ
き
リ
引
)
」
(
第
十
五
段
、
引
オ
)

な
ど
前
後
の
文
字
が
入
替
っ
た
も
の
の
ほ
か
、
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「
は
か
ら
れ
に
け
同
州
り
」
(
第
二
十
九
段
、
必
ウ
)

「
よ
と
‘
も
に
思
ひ
刻
刻
例
も
な
ら
ぬ
」
(
第
十
一
段
、
回
ウ
)

「
さ
て
そ
の
こ
ろ
剖
司
引
州
司
刻
ひ
さ
し
く
い
か
き
り
け
れ
は
」
(
第
九
段
、
げ
ウ
)

の
よ
う
に
、
二
1
二
一
字
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
街
(
傍
線
部
)
干
、
長
い
も
の
で
は
、
次

の
よ
う
に
二
1
三
行
に
わ
た
る
場
合
も
あ
る
(
傍
線
部
街
。
改
行
は
底
本
通
り
。
鍵
括
弧

で

はと丁
しい主

主古手
を。ぃコ
と。た
こ。く
や人
みに
につ
け、
りむ
又。人
こな
のり
おけ
なれ

主は
わ

とっ
こら

」
却
オ

在i

U あ

こ3 し
ゃ|て
み|ひ



お
な
し
を
と
こ
と
も
た
ち
と
も
あ
ま
た
も
の
し
司
削

制
り
判
同
州
判
凶
か
へ
り
く
る
に
み
ち
の
ほ
と
に

(
第
十
三
t
B
十
四
段
、
却
オ
1
ウ
)

「
人
に
つ
、
む
人
な
り
け
れ
は
」
「
ひ
の
く
れ
に
け
れ
は
」
と
「
け
れ
は
」
に
目
移
り
し
た

た
め
の
桁
で
あ
ろ
う
が
、
加
丁
オ
最
終
行
の
「
を
と
こ
:
・
又
」
と
却
丁
ウ
2
行
目
の
「
お

と
こ
:
ま
た
」
の
よ
う
に
、
重
出
部
で
用
字
が
変
わ
っ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
底
本
も
し

く
は
そ
の
親
本
の
書
写
者
は
、
さ
ほ
ど
厳
密
に
は
書
写
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

先
に
あ
げ
た
第
十
一
段

Z
号
制

Y
も
同
様
で
襲
。

第
二
段
の
問
題
点

付
}
和
泉
式
部
日
記
の
場
合

第
二
段
は
、
伊
勢
集
に
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
返
事
し
て
く
れ

な
い
女
に
「
た
ず
見
っ
と
ば
か
り
は
の
た
ま
へ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
「
見
つ
」

と
返
さ
れ
た
や
り
と
り
な
ど
は
有
名
で
あ
る
う
。
第
二
段
の
問
題
の
箇
所
を
、
少
し
前
の

釜
4
}

部
分
か
ら
引
用
す
る
。

い
つ
し
か
く
れ
な
、
む
と
ぞ
お
も
ふ
と
い
へ
る
か
へ
り
ご
と
、
く
る
と
も
な
に
の
し

る
し
も
あ
る
ま
じ
、
つ
ね
よ
り
も
こ
よ
ひ
は
髭
ι
即
す
る
も
の
な
ど
あ
れ
ば
、
被
し
も

E
t
 

関
守
の
ま
さ
る
よ
し
、
い
ひ
た
れ
ば
、
を
と
こ
、

1

1

 

あ
ふ
さ
か
の
関
は
夜
こ
そ
も
り
ま
さ
れ
く
る
れ
ば
な
に
を
わ
れ
た
の
む
ら
ん

か
へ

L
女

よ

る

を

先

の

お

も

も
り
ま
せ
ど
夜
は
な
ほ
こ
そ
頼
ま
る
れ
ぬ
る
ま
も
あ
ら
ば
こ
さ
ん
と
恩
ふ
に

と
い
ひ
つ
、
あ
り
ふ
る
に
、
か
の
黙
い
と
い
た
、
2
つ
ら
み
な
ど
し
け
れ
ば
、
女
い
ひ

会

た
る
、
よ
し
、
な
ほ
お
ほ
か
た
に
て
見
せ
む
、
月
お
も
し
ろ
き
に
と
い
へ
ば
、
き
た

り
。
す
の
こ
に
よ
び
す
ゑ
て
、
は
ら
か
ら
ど
も
な
ど
く
ち
ハ
t
，
お
か
し
く
い
ひ
け
る

平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

に
、
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
ん
と
て
、
な
ど
か
、
る
人
め
を
い
か
で
か
は

し

うまのぶ
ちけベ
かぬき
はれっ
しぱ主
ち、む
か男E事
はか』だ
ぬへに
袖3りな
をてき

3uz 
ぐ お ら
もこ It
とせこ
ふたそ
りりあ
し。ら

(与め
第在
段月Z

7 見
ウぇ
1 け
8 ん
ウ

な
ど
ぞ
い
ひ
た
る
。

「
い
つ
し
か
く
れ
な
、
む
と
ぞ
お
も
ふ
(
早
く
日
が
暮
れ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
)
」

は
男
の
詞
、
「
く
る
と
も
な
に
の
し
る
し
も
あ
る
ま
じ
i
夜
し
も
関
守
の
ま
さ
る
(
日
が
暮

れ
て
も
何
の
か
い
も
な
い
で
し
ょ
う
、
い
つ
も
よ
り
今
夜
は
番
人
も
増
え
、
夜
は
こ
と
に

警
戒
か
厳
し
い
の
で
す
)
」
は
女
の
詞
で
あ
る
、

1
次
の
贈
答
は
、

二
人
が
逢
え
る
と
い
う
名
の
逢
坂
の
関
は
、
夜
は
い
っ
そ
う
関
守
が
警
戒
を
厳
し
く

す
る
と
か
、
そ
う
し
た
ら
日
が
暮
れ
た
と
い
っ
て
私
は
何
春
期
待
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
、
っ
。
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警
戒
が
厳
し
く
な
る
と
は
言
っ
て
も
、
夜
は
や
は
り
期
待
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

も
し
関
守
が
寝
る
隙
で
も
あ
れ
ば
、
そ
の
隙
に
逢
坂
の
関
を
越
え
て
逢
い
に
来
て
く

だ
さ
る
と
恩
っ
と
。

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
男
が
日
暮
れ
を
期
待
す
る
と
言
瓦
ぱ
夜
は
関
守
の
警
戒

が
厳
し
い
と
返
す
、
そ
れ
を
恨
め
ば
、
本
当
に
私
と
会
い
た
い
な
ら
関
守
が
寝
た
隙
を
う

か
が
っ
て
越
え
ら
れ
る
は
ず
と
返
す
、
い
か
に
も
「
見
つ
」
と
返
し
た
女
ら
し
く
、
男
は

翻
弄
さ
れ
続
け
て
い
る
。

そ
ん
な
贈
容
を
交
わ
し
つ
つ
、
恨
む
男
に
、
「
よ
し
、
な
ほ
お
ほ
か
た
に
て
見
せ
む
、
月

お
も
し
ろ
き
に
」
と
女
は
い
う
。
や
っ
て
来
た
男
を
貸
子
に
招
い
て
座
ら
せ
、
女
の
姉
妹

た
ち
も
一
緒
に
、
口
々
に
気
の
き
い
た
話
な
ど
し
て
い
る
。
「
お
ほ
か
た
な
り
」
は
、
取
り

立
て
て
言
、
つ
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
、
一
般
的
で
あ
る
、
普
通
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
で

用
い
ら
れ
る
か
ら
、
「
お
ほ
か
た
」
の
逢
い
方
と
は
、
女
が
し
た
よ
う
に
、
皆
と
一
緒
に
話



平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

を
す
る
程
度
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

続
く
「
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
ん
と
て
、
な
ど
か
、
る
・
:
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら

め
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
次
の
一
文
「
夜
あ
け
ぬ
れ
ば
い
ひ
お
こ
せ
た

り
」
ま
で
含
め
て
、
代
表
的
な
解
釈
二
つ
を
あ
げ
て
お
く
。

女
は
、
「
さ
あ
き
、
こ
れ
で
私
の
あ
な
た
に
対
す
る
気
持
ち
は
お
分
り
で
し
ょ
う
。
」

と
い
っ
て
、
「
今
晩
は
人
が
幸
う
ご
ざ
ん
す
。
今
晩
あ
っ
て
は
ど
う
し
て
こ
の
多
い

人
目
に
か
く
れ
る
事
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
遠
慮
す
る
事
さ
え
な
い
身
だ
っ
た
ら
、
そ

り
ゃ
大
っ
平
で
あ
え
も
し
ま
し
ょ
う
け
ど
。
お
互
の
身
で
は
ね
。
と
て
も
今
晩
は
あ

え
ま
せ
ん
わ
。
」
と
言
っ
た
。
夜
が
あ
け
た
の
で
男
は
家
に
帰
っ
て
女
に
こ
う
言
い

〔詮
5)

(
目
加
固
さ
く
を
氏
)

お
く
つ
た
の
だ
っ
た
。

よ
ろ
し
い
わ
、
品
ユ
世
お
目
に
か
か
る
こ
と
で
も
っ
て
、
私
の
実
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お

見
せ
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
大
勢
の
人
目
が
あ
る

の
か
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
ど
う
し
て
目
立
た
ぬ
よ
う
に
思
い
を
交
せ
よ
う
、
恋
せ
ぬ

身
な
ら
ば
大
勢
も
お
も
し
ろ
か
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
と
て
も
だ
め
だ
と
思
っ
て
、
夜

R
E
 

が
明
け
た
の
で
、
男
は
帰
っ
て
歌
を
よ
こ
し
た
。
(
清
水
好
子
氏
)

前
者
は
「
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
ん
」
を
女
の
言
葉
と
し
、
続
け
て
「
な
ど

か
、
る
・
・
・
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
言
っ
た
と
解
す
る
説
、
後
者
は
「
よ
し
、
こ
れ
も
て

」
は
女
の
言
葉
を
思
い
出
す
男
の
心
中
、
「
な
ど
か
、
る
・
:
」
も
男
の
心
内
諾
と
解
す
る

説
で
あ
る
。
「
よ
し
、
こ
れ
も
て
:
・
」
を
男
の
言
葉
と
す
る
{
呂
田
和
一
郎
氏
、
全
体
を
男
の

心
中
と
す
る
秋
山
鹿
氏
の
ほ
か
は
、
後
者
と
同
様
の
解
釈
が
多
く
、
後
者
が
ほ
ぼ
通
説
と

な
っ
て
い
る
。

問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
な
ど
か
、
る
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
、
次
の
一
文
「
夜
あ

け
ぬ
れ
ば
・
:
」
の
続
き
具
合
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
言
葉
ま
た
は
心
情
で
あ
る
な
ら
、
な

ぜ
「
:
・
と
い
ふ
」
「
:
と
恩
ふ
」
な
ど
と
、
そ
れ
を
承
け
る
表
現
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
何
の

説
明
も
な
く
突
然
「
夜
あ
け
由
れ
ば

i
」
と
次
の
話
題
に
移
っ
て
し
ま
う
の
は
、
い
か
に

も
不
自
然
で
あ
る
。
日
加
田
氏
、
清
水
氏
も
、
そ
の
不
自
然
さ
を
解
消
す
る
た
め
「
と
言

っ
た
」
「
こ
れ
で
は
と
て
も
だ
め
だ
と
恩
っ
て
」
と
言
葉
を
補
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
言
葉
を

補
わ
ず
に
解
釈
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
な
ど
か
、
る
・
;
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
の
部
分
は
、
本
来
は
一
首
の
和
歌
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
で
あ
れ
ば
、
突
然
次
の
話
題
に
移
っ
た
り
、
場
面
転
換
す
る

こ
と
が
有
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
静
嘉
堂
文
庫
本
は
、
和
歌
は
約
二
字
分
下
げ
て
二
行
書
き
に
し
て
い
る
が
、
も
う

一
度
こ
の
前
後
の
部
分
を
底
本
の
改
行
通
り
に
示
せ
ば
、

け
る
に
よ
し
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
ん
と
て

な
ど
か
、
る
人
め
を
い
か
で
か
は
し
の
ぶ
べ
き

っ
、
む
事
だ
に
な
き
身
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら

58 

め
夜
あ
け
ぬ
れ
は
お
と
こ
か
へ
り
て
い
ひ
お
こ

せ
た
り

と
な
っ
て
お
り
、
「
な
ど
か
、
る
:
」
の
部
分
は
二
字
下
げ
で
は
な
い
が
、
ま
っ
た
く
痕
跡

が
な
い
と
も
い
え
な
い
。
成
承
本
文
の
現
状
を
思
え
ば
、
も
と
は
一
首
の
和
歌
で
あ
っ
た

可
能
性
E
老
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
様
の
例
と
し
て
、
和
泉
式
部
日
記
が
あ
る
。
三
条
西
家
本
に
よ
っ
て
底
本
の
改
行
通

〔法
8
v

り
に
示
す
。

秋
の
、
っ
ち
は
く
ち
は
て
ぬ
ベ
し
こ
と
は
り
の

し
ぐ
れ
に
た
れ
か
袖
は
か
ら
ま
し

な
げ
か
し
と
お
も
へ
ど
し
る
人
も
な
し
。
草
の
色

さ
へ
み
し
に
も
あ
ら
ず
な
り
ゆ
け
ば
、
し
ぐ
れ
ん

ほ
ど
の
ひ
さ
し
さ
も
ま
だ
き
に
お
ぼ
ゆ
る
風



に
心
ぐ
る
し
げ
に
う
ち
な
び
き
た
る
に
は

た
ず
い
ま
も
&
守
え
ぬ
ベ
き
露
の
わ
が
身
ぞ

あ
や
う
く
草
棄
に
つ
け
て
か
な
し
き
ま
、

に
、
お
く
へ
も
い
ら
で
や
が
て
は
し
に
ふ
し
た
れ
ば

つ
ゆ
ね
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
:
(
以
下
略
)

こ
こ
は
帥
宮
と
の
五
首
贈
答
で
あ
る
の
に
女
の
歌
が
四
首
し
か
な
く
、
帥
{
呂
の
返
歌
は
女

の
歌
の
初
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
を
趣
向
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
帥
宮
歌
「
き
え
ぬ

べ
き
露
の
い
の
ち
と
思
は
ず
は
ひ
さ
し
き
き
く
に
か
、
り
や
は
せ
ぬ
」
に
対
応
す
る
「
消

え
吟
へ
き
」
で
始
ま
る
女
の
歌
が
存
在
し
た
と
盤
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
和
豊
説
集
で
は
、

在
旦

前
掲
「
秋
の
う
ち
は
:
」
の
歌
が
正
集
八
八
五
番
に
あ
り
、
そ
の
次
に
、

き
え
ぬ
べ
き
露
の
発
か
身
は
も
の
の
み
ぞ
あ
ゆ
ふ
く
さ
ば
に
悲
し
か
り
け
る

の
一
首
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
き
え
ぬ
ベ
き
露
の
わ
が
身
ぞ
あ
や
う
く
草
葉
に
つ
け
て
か
な

し
き
ま
温
に
;
」
は
、
本
来
は
一
首
の
和
歌
で
あ
っ
た
も
の
が
、
書
写
の
過
程
で
地
の
文

と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
た
結
果
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

一
首
の
和
歌
の
形
に
な
っ
て
い
る
現
存
伝
本
は
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
か
な
り
早
い
段
階

で
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
中
物
語
の
場
合
も
、
同
様
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
の
で

(
お
オ
i
ウ
)

は
な
い
だ
ろ
う
か
。歌

物
語
の
場
面
性
か
ら

和
歌
で
あ
れ
ば
、
次
の
話
題
に
移
っ
た
り
場
面
転
換
す
る
場
合
に
「
i
と
い
ふ
」
な
ど

の
表
現
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
次
に
確
認
し
て
お
く
。

平
中
物
語
に
影
響
を
与
え
た
伊
勢
物
語
中
に
は
和
歌
一
一
O
八
首
、
短
連
歌
一
組
(
全
一
一

一
O
例
)
が
あ
る
が
、
そ
の
お
よ
そ
半
数
は
、
前
の
和
歌
を
承
け
て
い
る
の
が
明
ら
か
な

平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

「
と
言
ふ
」
「
な
ど
言
ふ
」
「
か
く
言
ふ
」
「
と
詠
む
」
「
と
書
く
」
「
と
き
こ
ゆ
」
「
と
泣
く
」

「
と
思
ふ
」
「
と
あ
り
」
「
と
て
」
「
と
な
む
」
の
ほ
か
、
「
返
し
」
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
表

現
が
和
歌
の
後
に
あ
る
。
一
方
、
和
歌
で
終
わ
る
章
段
が
六
五
章
段
(
六
五
首
)
あ
り
、

こ
れ
は
全
一
二
五
章
段
の
う
ち
の
杓
半
分
で
あ
る
。

九
注
叩
}

和
歌
の
後
で
場
面
転
換
す
る
場
合
は
、

京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
か
き
で
つ
く
。

す
る
が
な
る
う
つ
の
山
ベ
の
う
っ
、
に
も
ゆ
め
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り

ふ
じ
の
山
を
見
れ
ば
、
先
月
の
つ
ご
も
り
に
雪
い
と
し
ろ
う
ふ
れ
り
。

時
し
ら
ぬ
山
は
ふ
じ
の
ね
い
っ
と
て
か
か
の
こ
ま
だ
ら
に
ゆ
き
の
ふ
る
ら
ん

(
伊
勢
物
語
・
第
九
段
)

ひ
と
、
せ
に
ひ
と
た
び
き
ま
す
君
ま
て
ば
や
ど
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思

か
へ
り
て
宮
に
い
ら
せ
給
由
。
夜
ふ
く
る
ま
で
さ
け
の
み
物
が
た
り
し
て
、
・
:

(
伊
勢
物
語
・
第
八
十
二
段
)

な
ど
が
あ
る
。
第
九
段
は
「
駿
河
な
る
」
の
歌
の
後
、
「
富
士
の
山
を
見
れ
ば
・
:
」
と
話
題

が
転
換
し
、
第
八
十
二
段
の
場
合
も
、
「
ひ
と
と
せ
に
」
の
歌
の
後
、
「
帰
り
て
宮
に
i
」

と
場
面
転
換
す
る
。
和
歌
で
あ
る
ゆ
え
に
、
す
ぐ
に
話
題
が
転
換
し
て
も
不
自
然
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
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平
中
物
語
中
の
和
歌
一
五
一
首
、
短
連
歌
二
組
(
全
一
五
五
例
)
に
つ
い
て
は
、
お
よ

そ
八
割
の
和
歌
の
後
に
、
「
と
言
ふ
」
「
な
ど
(
ぞ
)
言
ふ
」
「
と
あ
り
」
「
か
く
言
ふ
」
「
か

く
詠
む
」
「
か
う
詠
む
」
「
さ
言
ふ
」
「
と
詠
む
」
「
と
書
く
」
「
と
答
ふ
」
「
と
」
「
と
ぞ
」

「
と
な
む
」
「
と
て
」
「
返
し
」
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
表
現
が
あ
る
。

和
歌
で
終
る
章
段
は
七
章
段
、
和
歌
の
後
で
場
面
転
換
す
る
も
の
は
、

ま
つ
ほ
ど
に
き
み
か
へ
り
こ
で
猿
郎
の
池
の
こ
、
ろ
を
の
ち
に
う
ら
む
な

t

f

 

み
な
い
で
た
ち
て
馬
に
の
る
に
、
こ
の
男
く
る
し
う
な
り
て
、
か
う
い
へ
る
と
て
、



平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

会

お

a

・

げ
に
た
ち
か
へ
り
来
ぬ
べ
き
こ
と
を
や
い
は
ま
し
と
思
へ
ど
、

(
第
三
十
六
段
、
日
ウ
)

ょ
を
わ
ぶ
る
訴
が
が
れ
て
は
や
く
と
も
あ
ま
の
が
は
に
は
さ
や
は
な
る
べ
き

ょ
弓夜

さ
り
い
き
て
み
る
に
、
い
と
ま
が
/
¥
し
く
な
む
。
(
第
三
十
八
段
、
印
オ
)

な
ど
で
あ
る
。
第
三
十
六
設
は
「
ま
つ
ほ
ど
に
」
の
歌
の
後
、
「
み
な
い
で
た
ち
て
馬
に
の

る
に
:
」
と
場
面
が
転
換
し
、
第
三
八
段
も
、
「
ょ
を
わ
ぶ
る
」
の
歌
の
後
「
夜
さ
り
い
き

で
み
る
に
・
:
」
と
、
や
は
り
場
面
転
換
し
て
い
る
。

付
是
一
一
周
す
る
な
ら
、
伊
勢
物
語
の
、
っ
ち
約
半
数
の
六
五
章
段
、
平
中
物
語
の
七
章
段
が
和

歌
で
終
わ
り
、
「
昔
、
男
」
「
又
、
男
・
:
」
な
ど
と
次
の
章
段
が
語
ら
れ
で
も
違
和
感
が

な
い
の
は
、
和
歌
で
そ
の
場
面
(
段
)
が
完
結
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る

だ
ろ
、
っ
。
そ
も
そ
も
歌
物
語
と
は
、
和
歌
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ
る
が
、
一
首
の
和
歌

を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
場
面
(
段
)
の
集
合
体
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
一
一
段
終
末
近
い
「
な
ど
か
主
る
・
:
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
が
本
来
一
首
の
和
歌
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
次
の
一
文
「
夜
あ
け
ぬ
れ
ば
:
」
で
突
然
話
題
が
転
換
し
て
も
不
自
然

で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
歌
物
語
の
場
面
性
の
観
点
か
ら
も
確
認
で
き
る
だ
ろ

。
、っ

四

解
釈
の
検
討

次
に
、
問
題
の
部
分
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
を
検
討
し
て
お
く
。

ま
ず
「
な
ど
か
、
る
人
め
を
い
か
で
か
は
し
の
ぶ
べ
き
つ
も
む
事
だ
に
な
き
身
な
ら
ば

こ
そ
あ
ら
め
」
は
、
誰
の
言
孝
志
た
は
心
情
な
の
だ
ろ
う
か
。
女
の
言
葉
と
解
す
る
な
ら
、

姉
妹
た
ち
を
同
席
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
「
ほ
ら
、
こ
の
よ
う
に
人
目
が
あ
り
ま
す
か
ら
i
」

と
断
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
人
目
を
気
に
す
る
な
ら
、
は
じ
め
か
ら
同
席
し
な
い
よ
う
配

慮
す
れ
ば
よ
い
の
だ
し
、
女
は
も
と
も
と
「
お
ほ
か
た
」
の
逢
い
方
で
あ
れ
ば
と
条
件
を

つ
け
た
上
で
賛
子
に
招
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
、
こ
の
部
分
は
、
男
の
言
葉
ま
た

(注

uv

は
心
情
を
言
っ
た
も
の
と
岩
ず
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ぎ
し
は
見
せ
ん
と
て
」
ま
で
含
め
て
男
の
心
中
語
と
解

す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
清
水
氏
は
前
掲
の
よ
う
に
「
今
夜
お
目
に
か
か
る
こ
と

で
も
っ
て
、
私
の
実
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
」
と

訳
し
、
「
こ
れ
も
て
」
は
「
今
夜
の
対
面
で
、
の
意
」
(
頭
注
)
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の

多
く
の
説
も
同
様
で
あ
る
が
、
「
こ
れ
」
は
何
か
言
葉
な
り
態
度
な
り
を
指
す
の
が
普
通
で

あ
ろ
う
し
、
文
脈
か
ら
も
、
後
に
続
く
「
な
ど
か
か
る
:
」
を
指
す
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
女
は
は
じ
め
か
ら
「
お
ほ
か
た
に
て
見
せ
む
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
「
心
ざ
し
」
「
私
の
実
の
あ
る
と
こ
ろ
」
を
見
せ
よ
う
、
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
男
が
「
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
ん
」
と
言
い
、
み
ず
か
ら
の

「
心
ざ
し
」
を
あ
ら
わ
そ
、
っ
と
し
て
「
な
ど
か
3

る
人
め
を
い
か
で
か
は
し
の
ぶ
べ
き
っ
、

む
事
だ
に
な
き
身
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
嘆
い
た
、
と
考
え
る
。
こ
の
嘆
き
は
も
と
一

首
の
和
歌
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

女
は
、
「
お
ほ
か
た
」
の
逢
い
方
な
ら
ば
と
、
男
を
月
見
に
招
い
た
の
だ
が
、
男
の
側
に

す
れ
ば
、
と
も
か
く
も
女
か
ら
の
初
め
て
の
招
き
と
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
浮
き
浮
き
と

や
っ
て
来
た
に
ち
が
い
な
い
。
内
心
で
は
以
前
女
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
関
守
が
寝
た
隙
に

と
期
待
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
大
ぜ
い
が
一
緒
で
、
一
一
人
き
り
の

逢
瀬
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
。
期
待
し
た
分
失
望
も
大
き
く
、
こ
れ
ほ
ど
人
目
が
あ
っ
て
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は
と
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
は
「
つ
つ
む
」
は
「
恋
心
を
隠
す
」
の
意
と
し
、
前
掲
し
た
清
水
氏
の
よ

う
に
「
恋
せ
ぬ
身
社
ら
ば
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
d
r

つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
恩
ひ
な
り
け
り



(
後
撰
集
・
夏
二

O
九
・
読
人
不
知

の
よ
う
に
、
恋
心
を
つ
つ
み
隠
す
、
表
面
に
あ
ら
わ
さ
な
い
、
の
意
で
「
つ
つ
む
」
を
用

い
た
例
が
あ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
「
つ
つ
む
こ
と
だ
に
な
き
身
」
は
、
「
恋
せ
ぬ
身
」
で

は
な
く
、
恋
心
を
隠
す
こ
と
の
な
い
身
、
隠
さ
な
い
で
よ
い
身
、
と
い
っ
た
意
味
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
恋
心
を
つ
つ
み
隠
す
」
に
も
広
い
意
味
で
は
通
じ
る
の
だ
が
、
こ

こ
は
、
「
人
目
」
を
「
つ
つ
む
」
、
つ
ま
り
親
き
ょ
う
だ
い
な
ど
の
「
人
目
を
樺
る
」
の
意

と
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
中
物
語
に
お
け
る
「
つ
つ
む
」
の
用
例
を
見
る
と
、
物
を
包
む
、
の
意
の
ほ
か
は
、

女
見
に
は
み
て
、
っ
、
む
人
な
ど
ゃ
あ
り
け
ん
、
た
ず
、
暮
れ
な
ば
、
か
し
こ
に
を

と

い

ひ

て

、

い

に

け

り

。

い

た

く

人

に

つ

3

む
人
な
り
け
れ
ば
、

大
和
物
語
・
第
四
O
段
)

-
(
中
略
)
・
:

(
第
十
三
段
、
初
オ
)

(
第
二
十
四
段
、
お
オ
i
ウ
)

わ
づ
ら
は
し
と
て
、
を
と
こ
や
み
に
け
り
。

女
も
親
に
つ
、
み
け
れ
ば
、
き
て
や
み
由
。

G
A沼
ゐ

h
p
〈

を

や

さ
て
は
長
居
し
て
す
こ
し
も
こ
そ
遅
る
れ
と
、
親
の
こ
、
ろ
を
よ
に
し
ら
ず
っ
‘
み

け
れ
ば
、
え
仔
か
で
、
か
、
る
事
を
い
ひ
や
る
。
(
第
三
十
六
段
、
町
ウ
)

の
よ
う
に
、
親
な
ど
に
遠
慮
す
る
、
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
作
品
で
も
、

必

会

幻

や

品
目
い
と
わ
か
き
を
と
こ
、
わ
か
き
女
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
。
お
の
/
¥
、
親
あ
り
け

れ
ば
、
?
み
て
、
い
ひ
さ
し
て
や
み
に
け
り
。
(
荷
動
勃
語
・
第
八
十
六
段
)

お
も
へ
ど
も
人
め
づ
つ
み
の
た
か
け
れ
ば
河
と
見
な
が
ら
え
こ
そ
わ
た
ら
ね

(
古
今
集
・
恋
三
・
六
五
九
・
読
入
不
知
)

た
き
っ
せ
の
は
や
き
心
を
な
に
し
か
も
人
め
づ
つ
み
の
せ
き
と
ど
む
ら
む

(
同
・
六
六
0
・
読
人
不
知
)

か

続ど

ま事白
け酉趣
向はの
れ、例
1;: は

し、

宗:i
"も
り見
て出

ひこ

ぎ 長
壮で
元き
り ZL

平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

そ
で

9
8

、
つ
ち
か
は
し
ち
か
は
ぬ
袖
を
あ
ま
ぐ
も
と
ふ
り
し
し
ぐ
れ
は
月
に
見
え
け
ん

な
ど
ぞ
い
ひ
た
る
。

で
あ
る
。
女
の
家
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
人
目
が
あ
っ
て
は
:
と
嘆
い
た
男
で
あ
る
が
、
女
や

姉
妹
た
ち
と
一
緒
に
月
を
見
な
が
ら
話
す
う
ち
、
い
っ
こ
う
に
進
展
が
な
い
ま
ま
婦
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
嘆
き
は
さ
ら
に
涼
い
。
折
し
も
さ
っ
と
時
雨
が
降
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

あ
の
時
雨
は
私
の
涙
だ
っ
た
の
で
す
よ
と
、
逢
瀬
と
も
い
え
な
い
逢
瀬
の
あ
と
の
後
朝
の

歌
を
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
の
解
釈
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
も
っ
て
私
の
心
ざ
し
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
、

(
男
は
歌
を
詠
ん
だ
)
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
有
企
人
自
の
あ
る
場
所
で
、
隠
れ
て
あ
な
た
に
お
逢
い
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
人
目
を
憎
ら
な
く
て
よ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
:
。
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夜
が
明
け
た
の
で
、
帰
っ
た
男
は
歌
を
贈
っ
て
き
た
。

柚
っ
ち
交
わ
し
共
寝
を
し
て
固
く
約
束
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
ゆ
え
に
、
私
の
袖

は
涙
で
ひ
ど
く
濡
れ
て
ま
る
で
雨
雲
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
雨
雲
が
降

ら
せ
た
時
雨
を
、
あ
な
た
も
月
の
光
で
ご
覧
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

な
ど
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
ぴ

た
と最
え後
1;:に
如、

のも
さと
つの
な和

五24t
たは
?どー..

写?
は 4

まz
iさ ff)

守宅
明、ー
"。た

の
か

憶
測
を
述
べ
る
な
ら

な
ど
か
か
る
人
目
を
い
か
で
し
の
ぶ
べ
き

つ
つ
む
こ
と
な
き
身
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め



平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

「
い
か
で
か
は
」
「
つ
つ
む
こ
と
た
に
な
き
」
は
、
仮
に
「
い
か
で
」
「
つ
つ
む
こ
と
な

き
」
と
考
え
て
み
た
。
第
一
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
は
か
ら
れ
に
け
に
け
り
」
「
恩
ひ
お

制
叫
も
な
ら
ぬ
」
な
ど
二
字
三
字
の
街
も
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
あ
る
い
は
「
い
か
て
州

司
」
な
ど
を
経
て
「
天
」
の
草
体
と
「
者
」
の
草
体
が
見
誤
ら
れ
、
「
い
か
て
州
削
」
と
誤

写
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
棟
に
、
「
つ
つ
む
こ
と
た
に
な
き
」
は
、

「
つ
つ
む
こ
と
司
討
な
き
」
な
ど
を
経
て
「
こ
と
」
が
「
た
に
(
字
源
「
姦
赤
」
)
」
と
見
ま

が
え
ら
れ
、
「
つ
つ
む
こ
と
対
叫
な
き
」
と
誤
写
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
第
五
句
は
「
身
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
九
文
字
に
な
っ
て
し
ま
う
。
九
文
字

で
あ
っ
た
ゆ
え
に
書
写
の
過
程
で
和
歌
と
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ

{
注
悶
)

ず
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
推
定
本
文
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま

で
も
憶
測
と
し
て
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
第
三
段
終
末
近
い
一
文
の
落
ち
着
き
の
悪
さ
は
、
そ
れ
が

も
と
一
首
の
和
歌
で
あ
り
、
書
写
の
過
程
で
地
の
文
と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
結
果
と
推
測
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
本
文
を
持
つ
伝
本
が
発
見
さ
れ
な
い
限

り
推
測
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
平
中
惣
語
の
よ
う
に
信
頼
で
き
る
古
い
写
本
が
存

在
し
な
い
場
合
は
、
古
い
段
階
の
写
本
の
姿
を
想
像
し
な
が
ら
の
慎
重
か
つ
思
い
切
っ
た

解
釈
も
必
要
で
は
な
い
か
と
老
え
て
い
る
。
大
方
の
ご
批
正
を
乞
い
た
い
。

(
注
)

l 

題
集
に
「
冷
泉
為
相
卿
筆
」
と
あ
り
、
為
相
真
筆
で
は
な
い
が
、
為
相
の
時
代
、
鎌

倉
時
代
後
期
の
書
写
と
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
平
中
物
語
の
引
用
は
目
加
固
さ
く
を
氏
編
「
平
仲
物
語
』
(
一
九
五
七
年
、
武

蔵
野
書
院
刊
)
の
影
印
に
よ
り
、
章
段
番
号
と
底
本
の
丁
数
を
示
す
。
章
段
番
号
は

2 

3 

現
在
一
般
的
な
区
切
り
方
に
よ
る
(
萩
合
朴
氏
、
岩
波
書
庖
日
本
古
典
文
学
大
系
等
。

章
段
の
区
切
り
方
に
つ
い
て
は
持
説
あ
り
、
目
加
田
氏
は
第
七
段
を
二
章
段
に
分
け
、

後
半
部
を
第
八
段
と
す
る
た
め
章
段
数
が
ひ
と
つ
多
い
)
。

こ
の
ほ
か
、
「
こ
の
お
と
こ
い
ひ
す
き
ひ
に
け
る
に
口
口
口
な
り
に
け
り
」
(
第
十
三

段
、
四
ウ
)
、
「
と
い
口
(
は
)
せ
た
れ
は
」
(
第
十
三
段
、
初
オ
)
な
ど
磨
滅
に
よ

り
判
読
で
き
な
い
文
字
が
あ
る
。

引
用
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
濁
点
・

02訊
点
を
施
し
、
一
部
を
漢
字
表
記
に
改
め
、
最

小
限
の
校
訂
を
加
え
た
。
本
文
を
改
め
る
場
合
は
底
本
の
本
文
を
右
に
傍
記
し
た
。

以
下
同
じ
。

4 5 

竺新様術目
玉編。文加
公目 庫甲

車害字?
て典 仲を

金事警 2
産主 童話
以 2 珪喜』聞

E ZZ喜
Z語完 2
t青伊 年寄

fZ 喜2
氏 一 社 長 炉

皇五 二富
里語 日差
べ同)

て晴氏
同 E 訳護

官量 言語
よ~ 同学

-62ー
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る

7 

宮
田
和
一
郎
氏
「
対
訳
平
仲
豊
岡
(
一
一
)
」
(
「
平
安
文
学
研
丞
二
ハ
号
、
一
九
五
四

年
七
月
)
は
、
頭
注
で
「
よ
し
こ
れ
も
て

1
以
下
一
誤
脱
あ
る
か
」
と
し
、
「
男
は
、

「
ま
ま
よ
、
こ
れ
で
私
の
愛
情
の
ほ
ど
を
示
さ
う
」
と
い
っ
て
、
何
で
人
目
な
ど
を

惇
る
こ
と
が
あ
る
も
の
か
、
遠
慮
す
る
事
も
な
い
身
詮
ら
ば
と
に
か
く
。
」
と
訳
す
。

宮
田
氏
扶
註
『
王
朝
三
日
記
新
釈
筆
日
記
・
平
中
日
記
成
尋
母
日
記
』
(
一
九

四
八
年
、
健
文
社
。
一
九
五
六
年
版
に
よ
る
)
も
同
様
。

秋
山
鹿
氏
の
説
は
現
代
語
訳
日
本
古
典
文
学
全
集
『
更
級
日
記
平
中
物
語
筆
物
語

堤
中
納
言
物
語
」
(
平
中
物
語
は
秋
山
鹿
氏
訳
、
一
九
五
四
年
、
河
出
書
一
房
)
に
よ

る
。
以
下
に
訳
文
を
引
用
す
る
。
「
こ
ん
な
ぐ
あ
い
で
は
、
女
に
意
中
を
伝
え
よ
う



8 

た
っ
て
無
理
な
は
な
し
、
こ
の
大
ぜ
い
の
ひ
と
目
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
ん
か
で
き
は

し
な
い
の
で
す
。
」

日
本
古
典
全
書
「
平
中
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
隻
物
語
』
(
山
岸
徳
平
氏
校
注
、

一
九
五
九
年
、
朝
日
新
聞
話
、
萩
合
朴
氏
『
平
中
金
一
重
(
一
九
五
九
年
初
版
、
一

九
八
七
年
復
刊
、
同
朋
社
)
、
萩
谷
氏
『
平
中
物
語
|
附
平
中
滑
稽
諒

I
』
(
一
九
六

O
年
、
角
川
文
庫
)
、
日
本
古
典
文
基
夫
系

π
『
筆
物
語
平
中
物
語
漬
松
中
納

言
物
語
」
(
平
中
物
語
は
遠
藤
嘉
基
氏
校
注
、
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
庖
)
、
中
田
武

司
氏
「
平
仲
物
語
」
(
一
九
七
七
年
、
桜
楓
社
)
、
森
本
茂
氏
『
平
中
物
語
全
釈
』

(
一
九
九
六
年
、
大
学
堂
書
庖
)
等
は
清
水
氏
と
同
様
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。

和
泉
式
部
日
記
の
引
用
は
「
和
寒
式
部
日
記
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伝
三
条
西
申
書
隆
蚕
』

(
藤
岡
忠
美
氏
編
、
一
九
八
五
年
、
和
泉
書
院
)
所
収
の
影
印
に
よ
り
、
適
宜
濁

点
主
買
を
施
し
た
。
以
下
同
じ
。

和
墨
乱
部
集
の
引
用
は
清
原
本
私
家
集
』
(
一
九
七
八
年
、
重
且
本
刊
行
会
)
所
収

の
影
印
に
よ
り
、
適
宜
濁
点
を
施
し
た
。
歌
脅
す
は
『
新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。

伊
勢
物
語
の
引
用
は
『
御
所
本
伊
勢
物
語
宮
内
庁
書
陵
盤
蔵
冷
泉
為
和
筆
」
(
鈴

木
知
太
郎
氏
編
、
一
九
八
一
年
、
笠
間
書
院
)
所
収
の
天
福
本
の
影
印
に
よ
り
、
適

宜
濁
点
・
句
読
戸
を
施
し
、
最
小
限
の
校
訂
を
加
え
た
。
本
文
を
改
め
る
場
合
は
底

本
の
本
文
を
右
に
傍
記
し
た
。
以
下
同
じ
。

「
王
朝
歌
物
語
選
』
(
徳
康
茂
実
と
共
穂
、
一
九
九
三
年
、
和
泉
書
院
)
に
お
い
て
は

女
の
詞
と
考
え
て
い
た
が
、
訂
正
し
た
い
。

勅
採
集
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

本
稿
の
趣
旨
は
和
歌
文
学
会
関
西
例
会
(
一
九
九
O
年
四
月
、
於
甲
甫
女
子
大
学
)

に
お
け
る
口
頭
発
表
「
平
中
物
語
の
贈
答
歌
」
の
中
で
触
れ
、
「
王
朝
歌
物
語
選
」

(
注
日
参
照
)
頭
注
に
も
示
し
た
が
、
下
句
以
下
は
「
つ
つ
む
こ
と
だ
に
な
き
身
な

9 10 11 12 13 平
中
物
語
第
二
段
の
和
歌

り
せ
ば

と
あ
り
」
で
あ
っ
た
か
と
老
e

え
て
い
た
。

(
あ
お
き

し
づ
こ
本
学
助
教
授
)
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