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古
今
集
詞
書
の
文
章
の
性
格

丶

・ー

伊
勢
物
語
の
成
立
問
題
を
め
ぐ

っ
て
i

新

井

,
妙

子

従
来

、
伊

勢
物

語

の
成
立
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
様

々
な
立

場
か
ら
そ

の
古
今

-
・

、
葉

と

の
関
一係
が
注
目
さ
れ

て
き
た
b

rと
り
わ
け
古
ム
フ
葉
業
平
歌
及

び
業
平

関
係

贈
答
歌

と
、
そ
れ
射
を
含

む
勢

語
章
段
と

の
関
係

を

い
か
に
捉

え
.る
か
と

い
う

問
題
は
・そ

の
中
核

を
な
す
と
言
ケ
べ
く
、
,
現
在
ま
で
多

く

の
先
学

に
よ

っ
て
検

討
が
重
ね
ら
れ

て
き
た
。

か

つ
て
岡
村
和
江

氏
は
,
「
古
今
的
規
範
と

も
見

ら
れ

る
改
ま

っ
た
て
と
ば

の
各

項
月
が
、
守

ら
れ
て

か
る
か
外

惑
れ
て
い
る
か
」
と

い
う
観
点

か
盛
巉

語
重
出

の
古
今
歌

詞
書

.
左
注
を
調
査
さ

れ
、
諸
相
を

五
分

類

し
」て
示

さ
れ
た
が
、
か
か
る
現
象

の
多
様
性

は
、
あ
る
意
味

で
は
、
こ
れ
ら

、

両
者
間
に
横

た
わ
る
問
題

の
複
雑
多
岐

に
亘
る
こ
と
を

も
の
が
た

っ
て

い
る
と

・
い
え

よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
を

一
括

し
で

一
義
的

に
論

じ
ぎ
れ
る
性
格

の
も

の
で
な

い
と
と
、
必
ず
七
も
方
向
を

一
に
せ
ぬ
種

厘
の
見
解
を
生
む
こ
と
に
な
り
か
ね

な

い
。

古
今
集

に
お
け

る
業
平
関
係
歌
詞
書

の
特
殊
性

が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
p

て
久
し

い
が
、
近
年

の
、
国
語
学
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
緻

密
か

つ
具
体

的
な

、指
摘

は
、
成
立

の
謎
を
新
た
怨
角
度
か
ら
浮
き
彫
り

忙
七

て
い
る
よ
う

で
興
味

へ

　
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ー深

い
。
け
れ
ど
、

一
見
確
固
た
る
実
証
性

を
有
す
る
か

に
み
え
る
文
法
的
事
実

、

と

"
う
名

の
も
乏

に
示
さ
れ
た
現
象

の
み

を
享
受
し
.
勢
語
成
立
研
究

に
結
び
、
層

つ
け
る

の
は

い
か
が
な
も

の
か
。
.
特
殊
性

に
対

す
る

一
般
性
が

い
か
に
把
握
さ

.

れ

て
い
る
か

の
検
討

が
些
か
な
お
ざ

り
に
さ
れ
て

い
る
気
味

も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ

の
意
味

で
、

一
部

の
業
平
歌

・
業
平

関
係

贈
答

歌
詞
書
が
他

の
古
今

歌
詞
書

に
比
し

て
特
殊
で
あ

る

こ
ど
身
文
型

の
面
か
ら
論

諾
砺

れ
、
古
今
集

に

先
行
す

る
勢
語

の
存

在
を
推
測
さ
れ
売
奥
村

恒
哉
氏

の
御
論
考

に
淋
鹸

討

の
余

地
ぶ
あ
る
と
思
わ
れ
る

冷
氏

の
説
に
対

し

て
は

す

で

に

阿
部

秋
生
氏

・
町
村

和
灘

の
反
論
奮

る
が
・
に
も
か
か
わ
ら
ず

」
れ
に
慰

て
蔀

の
勢
語
章

　
ら

　

コ

段

の
成
立
が
云
亙
さ
れ

て
き
た
。
周
知
め

如
く
こ

の
論
争

は
、
物
語

の
源
流

を

ど

.、
に
求
め
る
か
の

議
論

の
際
に

一
部

で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
鯵

吻
、
そ

の
観
点
か
ら
は
こ

の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
無

意
味

と
す
る
声

も

あ

る

の

だ

が
、
勢
語

の
成
立
を
考

え
る
上

で
は
放

置
し

て
お

い
て
よ

い
問
題
と

も
思
わ
れ

な

い
。
■

以
下
、
奥
村
説

の
検
討
を
め
ぐ

っ
て
古
今
集

詞
書

の
文
章

に

つ
い
て
考

え
、

一
部

の
勢

語
重
出
歌

詞
書

に
関
す
る
私

見
を
述

べ
た

い
と

思
う
。

,

-

一
.
奥

村

説

及
び

奥

村
説

批
判

の
概

観

奥
村
氏

の
主
た
る

テ
ー

マ
億
、
古

く

『
玉

あ
ら
れ
』

(
宣
長
)
に
始

ま
る

コ

L見
文
語
と
思
ぽ
れ
る
詞
書

の
う
ち
に
、
・口
頭
語

で
あ
巻
筈

の
、
は
べ
り
、
が
使

用
さ
れ

て
ゐ
る

の
は
ど
う

い
ふ
訳
か
L

と

い
う
疑

開
を
文

型
面

に
お
い
て
解
決

す

る
こ
と

に
あ
る
。

つ
ま
り
、

層

「

.
,、

e

「
は
べ
り
』

σ
使
用
は

「
撰
者

の
天
皇

に
対

す
る
配
慮

」
に
よ
る
も

の

.
-で
あ

る
。
た
だ
し
古
今

集
詞
書
は

「
読
者

一
般
を
予
想
し

て
の
書

き
様
」

で
あ

る
た

め
、
「
天
皇
島

が
直
接

の
聞
き
手

で
あ
る
と

い
う
わ
け
で
億
な

筆
。
そ
れ
は

「
第

三
者
」
「
わ
き

の
相
手

」

と

↓

て
、

強

い
圧
力
を
も

っ

,

,・て
話
↓
手

の
言
葉
を
制

約
す
る
存

在

の
,「
天
皇
」
で
あ
る
ρ

要

す

る
た

一 一32 .一



噛

、

!

、
「
は
べ
り
」

は
、
直

接

の
聞
き
手
」
読
者

↓
般
-
以
外

の
聞
き
手
-
天
皇

.ー

の
存

在
に
影
響

さ
れ
て
使
用
さ

れ
た
も

の
で
あ

る
。

、,

⇔

当
時

ρ

「
は
べ
り
」

の
用
法
か

ら

、
詞
書
を
純
粋
な
地

の
文
-
第

三
人

齟
称
文

(話

し
手

が
特

に
姿
を
現
さ
ず

、
聞
き
手
も
不
特
定
者
で
あ
る
場
合

「

噛
の
文
章
)
」
と
考
え
る

こ
と

は
で
き
な

い
。
な
ぜ
-な
ら
、
時
枝
誠
記
氏

に

ま

れ
ば

「
は
べ
り
」

は

「
言
語
主
体
の
直
接
的
表
現

で
あ
る
判
断
が
、
'
場

.
面
即
ち
聴
手

に
よ

っ
て
制
約
さ
砦

」
敬
舞

と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
・
.

旨

そ
う
し
た
、
話
ル
手

の
敬
語
槙
用

を
制
約
す
る
場
面
ー
外
面
的
言

語
場
面

、
,
ー

は
、
会

話

・
手
紙

に
は
存

在
し
て
も
第

三
人
称
文

に
は
存
在

し
え
な

い

・

」

か
ち
で
あ

る
。

そ
こ
で
詞
書

は
、
撰
者

の
意
図

で
、
原
則
と
し
・て
ー
皇
室

ご

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ

,関
係
歌

.
物
名
歌
等
特
殊
な
条
件

の
あ

る
歌

の
詞
書

は
除
く
1
読
者

一
般

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ラ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ
ヘ

ヘ

ロ
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ
　

ヘ

ヘ

ヘ

レ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
相
手
ど
り
癒
が
ら
も
詠

者
乏

い
う
特
定

の
話
し
手
が
登
場
す
る
第

一
人

,

ゐ

　
へ

し

称
文

で
貫
か
れ

て
い
る
と
考
え
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
.特
定

の
話
し
手

が

姿
を
現
す
第

一
人
称

文
に
は
、
外

面
的
言
語
場
面
が
稀
薄
な
が
ら
も
存

在

す
る
た
め
、
「
は
べ
り
」
使
用

の
可
能
性
が
多
少
に
あ
る
わ

け

で

あ

る
。

ま
た
、
原
型
吏

嚢

に
存

る

「は
べ
息

は
詞
の
鞠
諍
と
し
て
の
薔

を
も

つ
と
考

え
ら
れ
る
尭
め
宀
そ

の
可
能
性

は
よ
り
増
大
す
る
。

と
論

で
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
然

る
に
勢

語
重
出
敷

で
あ

る
鵬

・
描
・・
刪

の
詞
書

、

一
は

「
ど
う
見

て
も
、
三
人
称

で
書

か
れ

て
ゐ
る
と

し
か
思

へ
な

い
」
、
も

の
で
あ

「

層り

、
と

の
特
異
な
現
象

は
、
先
行
す

る
伊
勢
物
語
を
典
拠

に
し
た
た

め
に
生
じ

.た
、の
・で
は
な

い
か
と
、推
測

さ
れ
た
。

以
上

が
奥
村
説

の
概
要

で
あ
る
が

、
こ
の
検
討

に
入
る
前

に
、
岡
村

・
阿
部

氏

に
よ
る
奥
村
説
批
判
を
見

て
お
く

こ
と

に
し
よ
ヶ
。
加

え
て
、
そ
れ
ら
φ
反

論

に
対
す

る
私

の
疑
問
も
述

べ
さ

せ
て
い
た
だ

く
こ
と

に
す

る
。

.
、岡

村
和
江

氏
は
、
古
今
集
詞
書

は

「
撰
者
話
者

型
文
」
と

,「
よ
み
人
話
者
型

文
L
と
か
ら
戒
る
と

」さ
れ
、
ζ
う

し
た
特
定

な
話
者

の
存

在
渉
口
頭
語

「
は
べ

り
七

を
使
用
さ
せ
た
巴
説
が
れ
る
。一
奥
村

氏
指
摘

の
・三
例

に

つ
い
て
は
、
「
た
.

し
か

に
よ
み
人
は
話
者
と
し

て
で
は
な
く
、
第

三
者
と

し

て
文
申

に
現

わ
れ
て

い
る
。
」レ
か
し

〈
略

〉
同
様

の
例

は
」
跚

・
鋤

・
鰤

・
跚
に
も
み
え
、
そ
こ
に

億

「
ま
か
る
島
「
ま
う
で
く
」

の
存
す

る
詞
書

屯
あ
り

、

場
面

の
想
定
さ
れ
怨

い
第

三
人
称

文
と

は
言

え
な

い
,の
で
撰
者
話
者
型
文
と
考
え

、
「
勢
語

に

ひ

き

ず

ら
れ
た
特
例

で
は
な
い
」
と

さ
れ
た
。
し

か
し

、
奥
村
氏
指
掎

の
三
例
と
嬲

倒
跚

・
価

・
跚
の
詞
書
と
を
同
様

に
扱
う

こ
と

に
は
無
理
が
あ
る

の
で
は
な

い

だ

ろ
う

か
。

-

ザ

躑
仁
和

の
み
か
ど
、
み

こ
に
お
ぼ
し
ま
し
け
る
時
、
・ふ
る

の
た
き
御

覧
ぜ

む

と

て
治
は
し
ま
t
け
る
み
ち
に
、
遍

招
が
は
は

の
家

に
や
ど
り
た
ま

へ
り

け
る
時

に
、
庭

を
秋

の
の
に
つ
く
り

て
、
お
ほ
む
も

の
が
た

り
の

つ
い
で

・

に
よ
み

て
た

て
ま

?
り
け
る

層

「
'

.、

僧
正
遍
昭

自
祢
を
示
す
必
要

の
あ
る
場
合

に
、

一
人
称
代
名

詞
を
用

い
ず
実
名
を
以

て

表
わ
す

こ
と
は
、
当
時

、
自

己

の
謙
意

を
表
明

す
る
も

の
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
が
、
奥
村

氏

の
立
場
か
ら
す
れ
ば

こ
の

「
遍

昭
」

は
、
話
者

に
と

っ
て
策

三

・

人
称

者
で
は
な
く
第

一
人
称
者
と
捉

え
ら
る
べ
き
も
の
な

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

,

,
か
。
ま
た
胼
憶
、

」奥
鮒

氏
自
身

、
跚

の
返
激
作
者

の
立
場

か
ら
書

か
れ
た

一入

称
文
で
働
る
色

言

っ
て
お
ら
れ
る
し
.
そ
う
し

た
立
場

か
ら
す

れ
ば
鰻
も
鰯

の

.

返

歌
作
者

か
ら
の

一
人
称
文
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
跚

は
、
詠
者
が
故

「

人

で
あ
る
た
め
に
話
者

に
な

れ
な

い
と

い
う
特
殊
条
件
下

の
歌

の

詞

書

で

あ

る
。た

だ
単

に
歌

の
作
者
名
が
詞
書
中

に
現
れ

る
と

い
う
理
由
だ
け

で
奥
村
氏

指

摘

の
三
特
例
と
如

上

の
四
例
と
を
同
列

北
扱

い
、
故

に

「
3
例

は
」
勢
語

に
ひ

「き
ず

ら
れ
た
特

別

の
も
の
で
は
な

い
」
と
結
論

さ
れ
る

の
は
あ
、ま
り

に
単
純
す

一33.一
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民

.

ぎ

は
し

ま
か

か
。

そ
し
て
そ
れ
ら
総

て
を

一
括

し
て
撰
者
話
者
型
文

に
属

せ
し

め
ら
れ

る
の
も
機
械
的

に
す
ぎ

る
。

ま
た
私

は
、
後
述

す
る
よ
う

に
、・
岡
杜
氏

・
が

「
よ
み
人
話
者
型
文
」
を
設
定
さ

れ
た
こ
と

に
も
肯

き
か
ね

る
コ

次

に
、
■古
今
集
詞
書

は
総
じ
Lて
撰
者

の
立
場

か
ら
の
三
人
称
文

で
あ

る
と
さ

れ

る
阿
部
秋
生
氏

の
反
論

で
あ

る
が
、

こ
れ

は

「
統

一
的
形
式
の
も

の
だ
と
す

る
な
ら
ば
」
と

い
う
条
件
付
き

で
あ

る
点
、
ど

こ
か
妥
協
策
的
な
趣
き
が
な

い

で
も
な

い
。
ま
た
氏
自
身

、

・

、

・

、

勅

撰
集

の
詞
書
を
三
人
称
的
文
章
と
七

て
読
む
と
、
詞
書

の
中

に
時

々
出

て
来

る

「
侍

り
」

と

い
ふ
語
が
問
題
に
な
る
ら
し

い
。
〈
略

〉

私

に
も
答

へ
ら
れ
ぬ
疑

問
と

な

っ
て
ゐ
る
が
、
こ

の
問
題
は
角
度

を
改
め

て
検
討
す

る
よ
り
外

に
な

い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

と
言

っ
て
お
ち
れ
る
よ
う
に
、
「
は
べ
り
」
使

用
に
関
す
る
考
惷
が
な
さ

れ
.て

丶
い
な

い
。

そ
れ

は
響

が
か
)外
面
的
誉
.語
場
面

の
畿

要
素

た
る
話
ル
手

で
あ

.

、」.る
の
か
、
そ
れ
と

も
書
き
手
-
姿
を
現
さ
な

い
話

七
手
ト

で
あ
・る
の
か
ぶ

明
確

・
に
規
定
さ
れ

て
い
な

い
こ
と

に
起
因
す

る
よ
う
だ
。

三
人
称
文
と

は
、
書
き
手

と
不
特
定
な
読
者
と

に
よ

っ
て
成
立
す

る
内
面
的
場
面
領
域

に
お
け

る
文
章
を

.
さ
す
が
、
、
氏

の
場
合

、.
表
現
主
体

か
ら

み
て
第

三
人
称
者
な

る
素
材

に
.つ
い
で

語
ら
れ

て
い
る
文
章
、
と
,い
う
程
度

の
意
昧

で
こ
の
語
を
使
わ
れ

て
い
る
。
従

っ
て
そ

こ
に
は
、
所
謂
地

の
文

の
み
で
な

ぐ
、
書
簡

の
よ
う
な

ケ
ー
ス
を
も
含

・
-ん
で
し
ま
う
』
撰
者
を
書
き
手
と
さ
れ
る

の
な
ら

「
は
べ
り
」
使

肘
は
解
決
さ

れ
な

い
が
、
話
し
手

と
ざ

れ
る
な
ら
解
決
す
る
だ
ろ
ケ
。
尤
も
、
そ

の
時
改
め

て
、
奥

村
氏
e
⇔

の
よ
う
な
検

討
が
要
求
さ
れ
よ
う
が
。
rど

も
あ
れ
氏

の
論
述

.
は
、
「
億
べ
り
」

の
用
怯

か
ら
必

然
的

に
詞
書

の
文
体
を
規
完

さ
れ
た

奥
村
岻

の
論

を
、
「
一幽面

で
は
後
退
さ
せ

て
し
ま

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し・
'

、

岡
村

.
阿
部
両
氏

の
奥
村
説
批
判

は
、
示
唆
的

な
部
分

が
少

な
く
な

い
の
だ

」

が
ー

そ
れ
は
後

に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ

く
が
「

、
反
論

と
し

て
は
ど
う
も
前

を

射

て
い
な

い
、よ
う

に
思
ケ
。
厂大
分

ま
わ
り
道

を
し
た
が
、
こ

の
へ
ん
で
、
奥
村

説

の
検
討

に
入
ろ
う
。

、
二

古

今

集

詞

書

の
聞

き

手

と
話

し
手

」

奥
村
氏

は
、
詞
書

の
直
接

の
聞
き
手

は
天
皇

で
は
な

く
読
者

一
般

で
あ

る
ど

さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
・
で
は
、
詞
書
に
お

い
で
鯉
醐
天
皇

の
行
為

、
動
作
が
叙
述

さ
れ
る
場
合

に
限

っ
て
そ

の
主
体
ー
醍

醐
天
皇

ー
が

一
切
呪
示
さ
れ
な

い
、
と

「
い
う
現
象

は
ど
う
考

え
れ
ば
よ
い
・の
だ
ろ
う
か
。
「

一古
今
集
誕
書
中

、
醍
醐
帝

が
素
材

と
し
て
話
題
に

の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
は
八
例

あ
る
。
,

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

22

歌

た

て

ま

つ
れ
と

お

庶
せ

ら

れ

し
時

、
、よ

み

て
た

て

ま

つ
れ

る

r
,厂

(%

・
29

,・
蹴

為

同

文

)
ヘ

へ

「
,絣

か
む

な

り

の

つ
ぼ

に

め
し

た

り

け

る
日

、

お

ほ

み
き

な

ど

た

う

べ

て

、
あ

め

の

い
た

う

ふ

り

け

れ

ば

、

ゆ

ふ

さ

ゆ

ま

で
侍

り

で

、
ま

か

り

い

で
け

る

「お

り

に
、

さ

か

月

を

と

り

て

」

.

,

「

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

㎜
う

た

め
し

け

る

と

き

に
、

た

て
ま

つ
る

と

て
、
.
よ

み

て
お
ぐ

に
か

き

つ
け

ヘ

ヘ

へ
　

ヘ

へ

て
た

て
ま

つ
り

け

る

、

,

へ
き
ヘ
ヘ
へ

　㎜
Fふ
る
う
た
た

て
ま

つ
り
し
時

の
も
'く
ろ
く

の
そ

の
な
が
う
た

ヨ

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

㎜
ふ
る
う
た

に
く
は

へ
て
た

て
ま

つ
れ
る
な
が
う
た

傍
点
部

の
主
語
み
る

い
憾
客

語
は
醍
醐
天
皇

と
考
え

て
よ

い
と

思
う
が
、
そ

れ
は
、一
切
用
示
さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
敬
語
的

待
遇
を
同

℃
く
す
る
他

の
天
皇

・
上
皇

・
皇
后
等

が
素

材
と
な
る
場
合

に
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　
へ

だ

・㎝
朱

雀

院

の
な

ら

に
.お
は

し

ま

し

た

り

ゅ

る
時

に

、

た

む

け
山

に

て

よ
-み
け

る

幽

『

.・
'

丿

/

、

/

5



1

訓

二
条

の
き
ざ
き

の
、
ま
だ
東
宮

の
み
ゃ
す
ん
所
之
申

し
け
る
時

に
、
お
ほ

レ
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

.は

ち

の
に

ま

う

で

た

ま

ひ

け

る

日

よ

め

る

　

ヘ

ヘ

ヘ
コ
ヘ
へゐ
コ

F・

饌

皇

に
し

か

際

毒

凄

し

た

り

け

る
旧

、

つ
る
す

に
た

て

り
と

い

ふ

事

を

だ

い

に

て

ま

ま

せ

給

ひ

け

る

、

、
「

・

、.
、,

,駢
貞
観
の
御
時
、
万
葉
集
は
い
っ
許
っ
く
れ
る
ぞ
と
跡

窓

塞

匠
れ

ば
、
よ

み
て
た

て
ま

つ
り
け

る

一

～

の
よ
う

に
、
傍

点
部

の
主
語
は
傍
線
部

に
畿

っ
て
示
さ
れ

て
い
る
。
な
お
餅

の

よ
う
な
場
合

は
ハ
は

っ
ぎ
り
と

示
さ
れ

て
は

い
な

い
が
、
や
に
り
傍
線

部

に
よ

っ
て
主

語
の
何

た
る
か
が
示

さ
れ

て
い
る
と
考
え

て
さ
し

つ
か
え

な

い

だ

ろ

う
b

複

醐
帝
が
話
題

に

の
ぼ

る
望

・
億

.
ズ
、
r
こ
と

さ
ら
そ
れ
が
明
示

さ
れ
な

い
i

、
思
う

に
こ
れ
は
、
聞
き
手
が
醍

翻
帝

そ
の
人

で
あ

っ
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
ヴ

か
。
聞
き
手

に
自
明

の
こ
と

で
あ

っ
た
た
ぬ
に
明
示
す

る
必
要
が
な

r

か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

,載

々
憾
日
常
、
特
定

の

一
個
人
を
相
手

に
話
す

(書
く
)
際

に
、
聞
昏
手

の

理
解
が
話
し
手

の
昔
口
語
表
現
を
補
助
す

る
場
合
が
あ

る
こ
と
を
経

験

し

て

い

惹
。.

け
れ
ど
も
宀
不
特
定
者
を
対
象
と
ナ

る
場
合

に
ば
、
そ
う
し
た
補
助

は
全

」

く
期
待

で
さ
な

い
。
も
心
詞
書
が

「
読
者

一
般
」
底
る
不
特
定
者
を
骸
組
し

て

書

か
れ
た
も
の
底
ら
、
だ
と
え
天
皇
が

「
わ
き

の
柑
手
」
と
し

て
想
定
さ
れ

て

い
た
ど

↓

て
竜
、
話
題

の
主
が
天
皇

で
あ
る

こ
と
を

「「
読
者

一,般
」
に
理
解
さ

画
る
さ
つ
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
筈
で
縫

い
か
。
醍
蝴
帝
億
他
の
天
皇

・
上

 皇

.
皇
后
等
と
同

一
の
敬

語
的
待
遇
を

受
け
て

い
る
か
ら
、
読

者

一
般
億
そ
れ

を
判
断
す

る
術
を

も
た
な
い

の
で
あ
る
。
後
撰
集

朕
下

の
勅

撰
集

訝

書

に

は

.
「
帝
」
「
今
上
」

等

の
語

が
見

ら
れ
る
が
、

明
示

す
る
こ
と
自
体

に
問
題
は
な

・か

っ
允
と
思
わ
れ

る
。
読
者

一
般

と

億
話

し
手

に
と

っ
で
未
知

・
不
定
な

る
も

ψ
で
あ
る
か
ら
、
話
し
手

は
,当

然
そ

の
知
的

理
解
ー
文
学
的

理
解
で
は
な

い
.1

を
考
慮

す
る
こ
と

億
で
き
な

い
し
、
従

っ
て
ま
た
、
そ

の
珊
解
を
考
慮

し
た
表

現

も
な
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

,

、

'

如
土

の
現
象

は
や

は
吻

、
醍
醐
帝
を
直
接

の
聞

き
手
と

し
て
い
た
惹
ピ

の
形

式
的
反
映
と
解
す
べ
き

で
は
な

い
か
ど
思
う
。
天
皇

の
下
命

に
従
,つ
℃
撰
進
す

る
勅
撰
集
、
そ

の
詞
書

分
聞
き
手
が
受
納
者
と
し

℃
の
醍
醐
瘉
鄭

で
あ
る

こ
と

・
憾

当
然
な
こ
と
ど
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
た
れ
が
話
し
手

の
表

現

の
姿

ヘ

へ

勢

を
規
定

し
、
先
に
見
た

-よ
う
な
体
裁

を
と

ら
せ
た
、
と

い
う
こ
と
が
重
要

で

あ
る
。
な

論
古
今
集

詞
書

に
は

「
菟

り
」

ど

い
ケ
語
が
使
用
さ

れ

て

い

る

が

、
当

時

の

・「
は

べ

り

」

に

つ
.い

て
森

野

宗

明

氏

が

・

層
,.

後
世

の
文
語
と

し
て
の
用
法

に
喜

れ
る
よ
う

な
・.
不
特
定

a
読

者
を

予

,
、
想

し
汚

使
用
乏

い

っ
た
、
露

〉
噛.用
法

は
き

わ
め
て
未
熟

で
あ

る
・
「
ド

給

ふ
」

ク
ラ

ス
の
敬
語
を
適
用
し

て
言
及

す
る
よ
う
な
人
物
を
聞

ぎ
手
と

す

る
発
言
部

歪
は
う
そ

の
使
用
度
ぶ
低

下

し
、
7
ー

せ
・
厨
さ

せ
)

給

ふ
L

「

ク
.フ
,ス
の
瀦

と
共
存
す

る
傾
向
蠢

い
こ
ど

に
注
立思
し
た

い
。

と
言

っ
て
お
ら
れ

る
こ
と

は
、
上

の
考
察
を
補
強
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
。
奥
村

,氏

は
、
詞
書
を

「
奏
上
体
と
了
解
す

る
に
は
、
敬
語
が
甚
し
く
少

な
・す

ぎ

る

'
し
、
幽
第

冖
、
も

っ
と
書
き
様
が
あ
る

筈

で
あ

る
」
と

い
う
理
由

で
,聞

き

手

を

「
読
者

一
般
」
と
さ
れ
た

の
だ
が
、
敬
語

の
多
少

は
、
話
し
手

の
立
場
如
何

に

よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
話
し
手

忙

っ
い
て
考
察
す
る
際

に
解
決

し
た

い
つ

,

、-

㌧λ
聞
き
手
が
特
定
者
で
あ
る
〉
と
い
う
樊

芯
に
は
話
し
手
も
特
定
者
で
あ
駆

こ
と
を
前
提

と
し
て
含
む
が
、
次

に
、
詞
書

の
話
し
手

に

つ
い
て
考
え
る
ピ

と

に
す
る
。

で
れ
は
撰
者

か
詠
者

か

の
二
種

に
絞
ら
紅
よ
う
が
、
あ
ゐ

い
は
双
方
、

の
ケ
L

ス
が
あ
り

一
貫
し

て
い
な

い
の
か
も
し
、れ
な

い
。
撰
者
で
あ
れ
ば
詠
者

弊
靴

一
,-

」

日

b



轆

訓
・
絢
、

、

!

は
第

三
人
称
者
と
し

て
、
.詠
者

で
あ
れ
ば
詠
者

は
自
己
を
客
体
化

し
た
第

一
人

ヘ

ヘ

へ

称
者
と
し

て
詞
書
中

に
登
場
し

よ
う
。
と

こ
ろ
が

、.
一
般

に
古
今
集
詞
書

で
は

ヘ

ヘ

へ

　

、詠

者

の
人
称
は
文
面
外

に
あ
り
、
明
示
さ

れ
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

一
般

に
と

言

っ
た

の
は
、
皇
室
関
係
歌
等

の
や
や
特
殊
な
歌

の
詞
書

に
お

い
て
は
詠

者
が

第

三
人
称
者
と
し

て
現
れ
る
か
尉

で
、
.
そ
れ
ら
を
以
て
総

て
の
詞
書

の
話
し
手

.

を
撰
者
と
す
る
わ
け

忙
は
い
か
な
"
。
岡
村
和
江
氏

は

瑠
は
や
ぐ
す

み
け

る
所

に
て
郭
公

の
な
き
け

る
を
き
き

て
よ

め
る

、

、

」

、

'

,
,

た
だ
み
ね

、

を
よ
み
人
話
者
型
文

の
詞
書

と
さ
れ
た
が
、
ノ
こ
の
文
面
だ
け

で
話
者
を
決
定
す

る
こ
と
は
実

は
不
可
能

で
あ
る
と
言
わ
ざ

惹
を
え
な

い
、
.こ
の
文
章

に
お
け
る

主
語
が

「
た
だ
み
ね
」

で
あ
る

ご
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
は
話
し
手

に
と

っ
,

・
-
て
第

一
人
称
者

で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
し
第

三
入
称
者

で
あ
る
か
も
し
れ
な

い

の
で
あ
る
。
そ

の
際

「
た
だ

み
ね
」
と

い
う
署
名
は
、
阿
部
氏
が
言
わ
れ
た
よ

う
に
・
「
必
ず
し
も
、
詞
書

の
話
者
を
表
わ
す
た

め
の
も

の
で
あ

っ
た
と
は
限
ら

・
な

い
」

の
で
あ
り
、
自
署
と

い
う

よ
り
は
歌

の
作
者
を
示
す
型
と
考
え

て
お
《

・

べ
き
だ
ろ
う
。
岡
村
氏

は
撰
者
話
者
型
文

に

つ
い
て

「
撰
者
は
よ
み
人

の
と
き

ほ
ど
姿

を
現
わ
さ
な
い
が

〈
略
>
-対

話
敬
語
型

の

『
は
べ
り
』
.を
用

い
る
ご
と

も
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
、
.
そ

の
よ
み

人
話
者
型
文
と

の
質
的

相
違
は
説
か
れ

て

・

い
な

い
が
、
私

が
見
た
と

こ
ろ

で
は
、
よ
み
人
話
者
型
文
に
属

す
る
詞
書

億
総

て
「

,
上

の
如

き
話

し
手
不
明

の
文
章

で
あ
る
。
,
何

ら
理
由

も
説

か
れ
ず
に
そ
れ
ら
を

よ
み
人
話
者
型
文
と

さ
れ
た
こ
と
、
私

に
は
納
得

し
か
ね
・る
。

ま
た
奥
村

氏
が
、

一
春
た
ち

け
る
日
よ
め
る

・
二
'

な
ど

で
は
、
.
一
人
称

で
あ
る
か
、
r
三
人
称

で
あ
る
が

、
ど

っ
ち
ど
も
言

へ

る
か
も

し
れ
な

い
が
、

ー

,

も
ろ

こ
し

に
て
月
を

み
て
よ
み
け
る

四
9
ハ

'

と

か

、

・」

,

-
、

仁
和

寺

に
菊

の
花

め

し

け

る

時

に
、
.う

た

そ

へ
て
た

て
ま

つ
れ

と

仰

せ

.
ち

れ

け

れ
ば

、

よ

み

て
た

て
ま

つ
り

け

る

二
七
九

し

へ

う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ
へ

-
な
ど
に
な
る
と
、
歌

の
作

者
が
詞
書

の
話
者

で
あ
る

こ
と
は

明

か

で

あ

へる
。
.
(
傍
点
引
用
者
)

.

,

・

二

乏
言
わ
れ
た
こ
と
も
全
く
説
得
性
を
も
た
な

い
,
そ
れ
は
第

一
に
、
「
も

ろ

こ

.し

に
て
月
を
見
巳
、.
「
よ
み
け
る
」
動
作

の
主
体

つ
ま
り

こ
の
文
章

の
主
語
は
確

-

か
に
詠

者
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
即
話

し
手
乏

は
な

ら
癒

い
こ
と
ゆ

こ
れ
憶

跚

に

お

い
て
も
同

様
で
あ
る
。

第

二
に
、
「
け
り
」

は
言
語
主
体

の
体

験

・
非
体
験

に
無
関
係
で
あ
ゑ

鱒

第
三
北
.
嚢

語
兎

妄

つ
る
L.籍

し
豪

詠

者

の
場
合

に

の
み
使
用

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
.い
の
で
あ
り
、
撰
者

が
話

し
手

で

(
14
)

あ

っ
て
も
、
撰
者

に
と

つ
て
詠
者

が
敬
語
的
自
称

の
枠
内

に
あ
れ
ば
ー
詠
者
が

　
へ

・
臣
側

の
者
で

あ
れ
ば
1
使
用

さ
れ
る
こ
と
。

た
と

え
ば

「
私

が
申

し
上
げ

る
」

ヨ

と

言
う
と
同
時

に

「
彼

が
申

し
下
げ

る
」

と
も

言
う

の
で
あ

っ
て
、
「
彼
」

が

話

し
手
側

に
あ
れ
ば
敬
語
的
待
遇

は

「
私
」
と
同

一
に
な
惹
。
.要

す

る

に
、

「
け
り
」

の
使
用
や

、
謙
譲
表
現

、
行
為

の
詳
述

が
な
さ

れ
て
い
る
と

い
う
だ

廿

で
は
話

し
手
が
詠
者
が
撰
者

か
の
決
定

は
し
え
な

い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
古
今
集
詞
書

に
お
け
る
敬
語

の
使
用

に

つ
い
て

岡
村
氏
が

、.
「
尊
敬
語

(上
位
者
を
主
体
と
す

る
敬
語
)

の
使
用

は
、

君
ぶ
わ

(帝

、・
后

・
東
宮

・
朝
廷
)

に
限
ら
れ
」
、
「
皇
子

・
皇
女
と

い
え
ど
も
無
待
遇

・

(常
体
表
現
)

か
、
臣
が

わ
と

し
て
の
待
遇
を
受
け

る
」
と
言

っ
て
お
ら

れ
る

へ

こ
と

で
あ

る
。
プ
.ラ

ス
の
待
遇
評
価
が
行
な

わ
れ
る
の
は
広
義
の
天
皇

・
皇
后

の
み
で
あ

っ
て
、
普

通
な

ら
ば
尊
敬
表
現

の
欠

か
せ
ぬ
皇
子

・
皇
女

・
斎
宮

・,

,
女
御
等
が
臣
側

の
者
と
同

レ
ベ

ル
に
扱
わ

れ
て
い
る
の
で
あ

る
り
そ

れ
は
、

ド

ヘ

へ

脳

旺
む
ら

の
み
か
ど

の
御
時

に
、
斎
院

に
侍
り

け
る
あ
き

ら
け

い
こ
の
み
こ

一36一
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冒
旧
、

を

、.一・.・

.

・

,

,

・

あ

ま

敬

信

.

の
よ

う

に

、

詠

者

が

臣

下

者

で
あ

る

と

き

の
歌

の
詞

書

に
お

い

℃
皇

子

・
皇

女

等

が

話

題

に
さ

れ

る

場
合

も

同

じ

で
あ

る

。

天

皇

を

前

に
㌧

だ

公

的

な

場

で

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

は
、
天
皇

へ
の
顧
念
が
強
く
働
ぐ
た
め
、
話
し
手

よ
り
上
位

の
臣
下
者
に
も
尊

「
,敬
語

を
用

い
な

い
と

い
う
ご
と
は
確
か

に
あ
ろ
う
漁
だ
が
そ
の
場
合

で
も
、
皇

,

己.子

・
皇

女
等

を
話
題

に
す
る
と
き

に
は
尊

敬
語
を
肘

い
る

の
が
普

通

で
は

な

い

だ
ろ
う
か
。
換

言
す
れ
ば

、
臣
下
者

な
る
詠
者
が
話
し
手

で
あ
る
な
ら
、
語
る

幽素
材

が
自
己
よ
り
上
位

の
距

下
者
で
あ
る
と
き
に
は
謙
譲
語
を
用

い
て
も
、
皇

・子
♂
髪

等

に
は
尊
敬
話
痛

い
る
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
、
待
趨
的
把
握
と

は
場
面

に
応

じ
て
変
化

す
る
竜

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
敬
語

の

取
捨
が
行
な
わ

れ
る
わ
け
だ
が

、
詞
書

の
場
合

の
そ
れ
は
、
話

し
手

が
公
的

に

ど

の
よ
う
な
資
格

で
臨

ん
で
い
る
か
,に
か
か
わ

っ
て
ぐ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
私

は
、
・か
か
る
待
遇
的
把
握

の
な

し
う

る
公
的
資
格
を
有

す
る
の
は
、
,撰
者
以
外

に
は
考
え
ら
れ
な

い
と
思
ゑ

の
で
あ

る
。
奥
村

・
岡
村
両
氏
が
言
わ
わ
た

よ
う

.

」
な
、
話
し
手
た
る
詠
者

の
背
後

に
み

っ
'て
話
し
手
を
操

る
撰
者

に
は
そ

の
公
的

資

格
は
用
う
る
べ
く
も
な

い
の
.で
あ

っ
.て
、
実
際

の
話
し
手
と

し

て
前
面

に
出

-
た
撰
者

で
み
る
か
ら
ご
そ
そ
れ
が
可
能
な

の
で
あ
る
。

天
皇

か
ら

の
勅
命

を
拝
し

て
撰
集

を
編

緝
す
る
撰

者
、
そ

の
特
殊
な
公
的

立

・
場

に
お

い
て
上
位
者
と

し
て
仰
即

べ
き
対
象

は
天
皇

及
び
そ
れ
に
準
ず

惹
も
の

し
か
存
し
な

か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
阿
部
氏

は
、
撰
者

の
立
場

に
は

「
勅
命
を

一
体

し
た
」
立
場
も
亀
や
含
む

こ
と
を
説

か
れ

て
い
る
が
、

そ
う
し
た
微
妙
准
立

・場

が

「
奏
上
体
と
了
解
す
る

に
は
、
敬
語
が
甚
七
く
少
な
す
ぎ
る
」
(
奥
村
氏
)

表

現
を
と

ら
せ
た

の
で
は
な

い
か
と

思
う
。
岡
村

氏
が
あ
げ
ら
れ
た

「古
今
的

.

規
範
と
も
見

ら
れ

る
改

ま

っ
た
こ
と
ば
」

は
、
撰
者
と

い
う
公
的
資
格

に
基

ず

ふ

た
待
遇
的
把
握
で
素
材
窺

淀
し
た
衷
現
で
あ
.
で
、
響

の
個
入
的
姦

意

の
表

明
で
は
な
が

.っ
た
ゆ

そ
こ
に
は
度

熱
問
題
に
さ
れ
る

「
は
べ
り
」
と

い

う
語
が
含
ま

れ
る
が
、
古
今
集
詞
書

に
お
け
る

「
は
べ
り
」

は
場
面
相

関
性

こ

'
そ
高

い
も

の
の
未
だ
謙
譲
表

現
の
域
を
脱

し
て
い
な

か

っ
た
と
考

郎
認

た
め
・

こ
れ
も
、
素
材
を
撰
者
乏

い
う
公
的
資
格
を
も

つ
話

し
手

の
立
場

か

ら

捉

え

・

尭
、
存
在

の
意

の
謙
譲
語
と
考
え
た

い
。
撰
者

の
責
任

に
お

い
て
入
集
し
た
歌

9
を

、
撰
者

の
責

任
忙
お

い
て
詠
歌
事
情
を
説
く
、
そ

の
際

の
待
遇
表
現
ば
あ
く

ま

で
も
撰
者

の
公
的
資
格
か
ら
捉
え
ち
れ
た
も

の
だ

っ
た

分
で
あ
る
。

以
上
、
古
今
集
詞
書

で
は

一
貫
し
て
撰
者
が
話
し
手

で
あ
る
と

の
結
論
を
得

た
。
な
お
、
皇
室
関
係
歌
以
外

の
歌

の
診
書

中

に
、
な
ぜ

詠
者
名
が
現
れ
る
と

き
と
現
れ
な

い
と
き
と
淤
あ
る

の
か
に

つ
い
て
だ
が

、
こ
れ
は
、
ど

う
し
て
も

文
中

に
示

す
必

要

の
あ

る
場
合
-
殊

に
贈
答
歌
等

、
あ
る
種

の
人
間
関
簾
を
示

す
必
要

の
あ
る
湯
合

や
、
明
示

レ
な
け
れ
ば
内
容

上
混
乱
を
き

た
す
場
合
」

に

-
限

っ
て
第

三
犬
称
者

と
し
て
登
場
さ

せ
、
そ
う

で
な

い
殆

ん
ど

の
場
合

は
自
明

・

の
も
の
と
し

て
省
略
す

る
形
式
を
と

っ
た
だ

め
ど
思
わ

わ
る

(
四
章
参
照
)
。
・

」
二

古

今

集

詞

書

の
文

章

の
性

格

鹽

古
今
集
詞
書

に
は
、
物
名

・
雑
体
な
ど
や
や
特
殊
な
性
格
を
も

つ
も

の
に
題

の
如
き
形
式
を
と
る
詞
暑
も
あ
る
が
、
本
質
約
に
は
ど

の
詞
書
も
、
話
し
手

で

あ
る
撰
者
が
聞
き
手

で
あ
る
醍
醐
天
皇
に
詠
歌
事
情
を

説
く
体
裁

で
貫
か
れ
て

御
灘

鬢

郎

婆

鬧
耀

体
は
、
一応
、
圭.簡
等
に
代
表
さ
れ

書
簡
等

の
文
章

は
、
-橘
豊
氏

も
、

,

・
、
.

書
簡

は
文
字
言
語

の
中

で
は
、
特

定

の
相
手

に
語
り

か
け

る
よ
う

に
表
現

.

-
一
す

る
と

い
ふ
点

に
治

い
て
、
ま
た
、
常

に
場
面
を
考
慮
し
、
場
面

に
左
右

.

ざ

れ
る
と

い
ふ
点

に
お

い
て
、
比
較
的

音
声
言
語
的
な
要
素
を
、
豊
富

に

F
一37一
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有
す
る
形
態

で
あ

る
と
言

ひ
得

る
で
あ
ら
う
。

(61

)

ど
述
べ

て
お
ら
れ

る
よ
う

に
、
会
話
が
夊
字
に
定
着
し

た
体

の
も

の
、
と

い
う

.

.一
面
を

竜

っ
て
い
る
,
詞
書

の
申

に
、
当
時
対
話

(手
紙
も
含

め
る
)
専
用
語

で
あ

っ
た

「
は
べ
り
凵
「
ま

か
る
」
等

の
語

が
登
場

す
る

分
は
、

詞
書
が

、・
ご

,

う
し
た
場
面
構
成
度

の
高

い
文
章

で
あ

っ
え
と

い
ケ

こ
と

で
解
決

さ
れ
よ
う
。

け

れ
ど
書
簡

は
、
単

に
音
声
言
語
を
文
字

に
置
換

し
た
だ

け

の
も
の
で
は
な

い
。
言
う
ま

で
も
な

い
が

、
い
わ
ば
社
会
性
を
存

す
る
文
字
言
語

に
よ
る
定
着

ぶ
な
さ
れ

る
と

い
ジつ
点

で
、
聞
き
手
が
現
前

し
な

い
と

い
う
点

で
、
そ
め
反
面

か
な
り
第

三
人
称
文
的
要
素
を

も
含

み
持

っ
て
い
る
。

現
前

し
な

い
聞

き
手

の

理
解
身
得

る
た

め
に
は
、、・
第

三
人
称
文
特
脊

の
客
観
性

が
必
然
的

に
要
求

さ
れ

よ
う
し

、
ま

た
そ
の
た
め
に
話

し
手

は
、

」内
面
的

に
読

者

一
般
的

な
も
の
を
想

定
せ
ざ

る
を
え
な

い
だ

ろ
う
。
本
来

は
特
定

の
聞
き
手

に
私
的
閉
鎖
的
話
題
と

ド

」
↓

て
受
け
と

め
ち

れ
て
い
た
実
用
的
な
書
簡
文
が

、
後
世

、
多

く
の
人

々
に
公

,

的
解
放
的
話
題
と
し

て
あ

る
種

の
普
遍
的
価
値
を
担

っ
て
受

け
と

め
ら
れ

て
い

る

の
を
度

々
目
に
す

る
が

、
書
簡
文
と

は
、
多

か
れ
少
な

か
れ
そ
う
し
だ
第

三

人
称
文
的
要
素
を
含
む
も
め

で
あ

る
。
古
今
集
詞
書

の
場
合

、
い
か
な

る
話
題

.も
公
的
性

格
を
帯
び
る

こ
と
及
び
話
し
手
が
公
的

立
場

に
あ

る
こ
と
か
ら

、
こ

う
し
た
要
素
億
よ
り
強

い
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
書
簡

に
準
ず
る
形
態

の
文
章

と
は

い
え
、
敬
語

の
頻
用
さ
れ

る
私
的
書
簡
文
と

は
椙
違
し

て
、
か
な
り
第

三

へ

人
称

文
的

な
客

観
性

・
普
遍
性

を
獲
得
し
た
文
章

で
あ

る
乏

い
え

る
だ
ろ
う
。

・
詞
書

の
表

現
が
没
主

観
的

で
あ
る
と
評
価
き
れ

て
い
・る

こ
と
や
、
ま
た
、
詞
書

中
話

し
手

は
そ

の
主
体
的

敬
意
を
表
明
す
る
こ
之
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
素
材

の
立

腸
を
規
定

レ
た
表

現
と
し
て
だ
け

敬
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る

こ

と

な

ゼ

は
、
か
か
る
性
格

に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
「
読
者

一
般
を
予
想
し
た

書

き

へ

様
」

(奥
村
氏
)
的
な

一
面
を
も

つ
の
も
こ

の
た
め
に
外

な
ら
な

い
。

従

つ
て
、

詠
者
が
第

三
人
称
者
と
し

て
詞
書

中

に
登
場
す

る
場
合

は
勿
論

の
こ
と
、
、,た
ま

,

へ

た
ま
第

三
人
称
文
的
性
格

が
現
れ
た
か
ら
と

い

っ
て
、
直
ち

に
物
語
地
文

に
ひ

き
ず
ち
れ
た
表
現
と
考
え
る
わ
け

に
億
い
か
な

い
の
で
あ

る
。

四

補
説

ポ
勢
語
重
出
歌
詞
書
の
特
殊
性

私
は

二
で
、
古
今

集
詞
書
は
撰
者
を
話
し
手

と
す

る

こ
と
を
述
べ
た
が
、

こ

吻
こ
と
濾
、
撰
者

の
恣
億

.
独
断

で
典
拠
資
料
が
自
由

に
変
改

.
創
作
さ
れ
る

と

い
う

こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
決
し

て
な

い
。
室
伏
信
助
氏

は

「古

今
集

の
響

が
原
籍

を
ぶ

2
、、際
に

窺

簍

思
識
に
よ
る
語
句
の
修
正
以

(貅

ば
、
原
資
料
を
勝
手

に
増
↓
た
り
減
ち
し
た
り
し
な

い
」
と
述
べ

て
お
ら
れ

る

が
、
そ

の
事
実
は
多
く

の
学
者

に
よ

っ
て
着

々
と
明
ら
か

に
ざ
れ

て
き

て
い

る

し
、
ま
た

「
規
範
意
識

に
よ
る
語
句

の
修
正
」

に
ゼ

て
も
、
,.そ

の
根
底
を
貫
く

(
18
)

、

.,,も

の
は
、
糸
井
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
典
拠

を
尊

重
す

る
態
度
で
あ

つ
だ

と
思

う
。
た
だ
、
.
二
で
述
べ
た
よ
う

に
、
聞
き
手

が
特
定
者

で
あ
る
と

い

う

性

格

上
、
跚
き
手

の
動
作

・
行
為

の
叙
述

に
は
そ

の
主
体
を
闘
示
七
な

い
、
と

い

っ

た
聞
き
手

の
理
解
め
補
助
を
期
待
し
た
省
略
は
行
な
わ
れ
た

よ
う

で
あ
る
。
ま

ぐ
た
、
-聞
き
手

の
理
解

を
め
ざ

そ
う
と
す
る
対
象
志
向
性
故

の
或

る
種

の
考
慮
、

つ
ま
り
実
用
面

に
お
け
る
補

助
も
、
典
拠
資
料

か
ら
判
断
し

て
誤
り

の
な

い
限

り
は
行
な

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
同

じ
く

二
で
述
べ
た
。齟

勿
論

こ
れ
は
、
文

学
的

理
解
を
顧
慮

し
た
説
明

が
加

え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
用

面

に
お
け
る
知
的

理
解

の
み
を
め
ざ

す
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
・

リ
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

.

窩

藤

原

敏

行

朝

臣

の
な

り

ひ

ら

の
朝

臣

の
家

な

り

け

る
女

を

あ

ひ

し

り

て

、

ふ

み

つ
か

は

せ

り

け

る

こ
と

ば

に

、

い
ま

ま

う

で

く

、
、雨

の

ふ

り
げ

る
を

・
な

む

み

わ
づ

ら

ひ
侍

る
と

い

へ
り

け

る
を

き

き

て

、

か

の
女

に

か
.は

り

て

よ

め

り

け

る

,
、

,

.

.
「

.

在

原

業

平

朝

臣

.

唯

!・



の
よ
う

に
、
内

容
上
混
乱
を
き
た
さ
ぬ
た
め
に
、
原
則
と
し
て
は
詞
書

申
に
示

き
な

い
詠
者
名
を
第

三
人
称
者
と

し

て
登
場

さ
せ
る
、
と

い

っ
た

浦

助

で

あ

る
。
'

し

・

,

r

』

と

こ
ろ

で
こ
う
し

た
例
「
臣
側

の
人

の
歌

に
お

い
て
詠
者
名

が
詞
書
中

に
現

れ

る
例
1
が

、
贈
答
歌
-
贈
答
両
歌
が
並
載

さ
れ

噛て

い
る
も
、の
だ
け
で
な

く
、
・

単
独
歌
と
し

て
採
録
さ

れ
て
は
い
る
が
本
来
贈
歌

あ
る
い
は
答
歌

で
あ

っ
た
と

、耋

ら
鴛

歌
を
も
含
㌣

の
討
青

の
み
集
中
レ
て
暴

こ
と

億
興
味
深

い
。
純
粋
な
単
独
歌
と
異
な
り
、
撰
集
資
料
段
階

の
贈
答
歌
詞
書

は
ぞ
.れ
だ
け

様
々
な
事

情
を
含
み
持

つ
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
ヶ
。

つ
ま
り
、
贈
歌
の

み
が

㌧
記
載
さ

れ
た
資
料

忙
し

て
も
、

贈

っ
た
側
か
.ち
詞
書

が
記
さ
れ
で
い
る
場
合

の

渉

.

外

に
贈

ら
れ
た
側

か
ら
記
さ
れ

て
い
る

ケ
ー

ス
が
考
え
ら
れ
る
レ
、
そ
れ
は
返

飢

歌
の
み
の
資
料
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
.
ま
た
、
馨

両
繁

藩

さ
れ
た

資
料

で
ゐ

っ
て
も

、
そ

の
資
料
提
供
者
が
贈
歌
側

に
あ
る
か
答
歌
側

に
あ
る
か
・

測
h
,

で
討
書

の
主
体
の
它

る
立
場

は
異
な

っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

そ
の
他

、
実
際

に

・

憶

も

っ
と
種

々
の
ケ
ー
ス
が
あ

っ
た

か
も
し
れ
な

い
が

、
・そ
う

し
た
詞
書
を
資

㌧
料

.の
ま
ま

に
記
載
す
る
こ
と
は
か
え

っ
て
内
容
上
誤
解
を
ま
ね
く
お
そ
れ
が
あ

…碍

る
の
で
あ

っ
て
、
蕪

そ
れ
を
避
け
る
配
黶

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

・
そ
れ
が
、}

詠
者

の
第

三
者
的
登
場
と
な

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

跚
き

の
む
ね
き
だ

が
あ
づ

ま

へ
ま
か
り
け
る
時

に
、
入
の
家

に
や
ど
り

て
、、
、

あ

か
月

い
で
だ

つ
と

て
㍉

ま
か
り
申

し

(
し
)

け
れ
ば

、
女

の
よ
み
て
い

だ
せ
り
け

る

.

、

」

L
、
,
よ
み
人
し

ら
ず

こ
れ
億
単
独
歌
と
し

て
採
録
さ
れ

て
は

い
る
が
、
詠
者
不
明

で
あ

る
と

こ
ろ

りか
ら
、・
お
そ
ら
く

「女

」
か
ら
贈
歌
さ
れ
た

、「
き

の
む
ね
さ
だ
」
側

の
資
料
を

'

、,」
、

典
拠
と

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故

に
詠
者

が

「
女
」
と
し
て
詞
書
申

に
登

場
し
rて
ーい
る
ぶ

、
の
み
な

ら
ず
資
料

に
お
け
る
詞
書

の
表

現
主
体

「き

の
む
ね

さ
だ
L
も

n
内
.容
を
正
確

に
伝

え
る
,た
め
に
記
さ

れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

鰤
業
平
朝
臣

の
伊
勢

の
く

に
に
柔

か
り
た
り
け

る
時

、
斎
宮
な

り

け
、る

人

に
、

い
と

み
そ

か
に
あ

ひ
て
、
又

の
あ

し
た

に
、
人
や

る
す
べ
な
く
て

、

.

.
お
も
ひ
を
り
け

る
あ

ひ
だ
に
、
女

の
も

乏̀

よ
り
を

こ
せ
た
り
け

る

-

よ
み
人
し
ち
ず

棚
た
ち
ば

な

の
き
よ
き
が
し

の
び

に
あ
ひ
し
れ
り
け

る
女

の
も
と

よ
り
を

こ

せ
た
り
け
る

、

、,
・

.

よ
み
人
し
ら
ず

こ
れ
償
も
詠
者
不
明

で
且

つ

「
を

こ
せ
た
り
げ
る
」
と

あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、

典
拠
資
料

は
返
歌
作
者
側

か
ち
書

か
れ
た
も
の
で
あ

っ
.た
と

思
わ
れ
、る
が
、
こ

こ
で
屯
ま
た

、

原
則
と

し
て
は
省
略
さ

れ
る

「
業
平
朝
臣
」
「
た
ち
ば
な
の

き

ま
港
」
を
明
示
し

、
詠

歌
事
情
を
正
確

に
伝
え

よ
う
と
し

て
い
る
の
で
み
る
。

こ
れ

に
対
し

、
、

、

:

、

.

,
、

、
窩
右

の
お
ほ

い
ま
う
ち
ぎ
み
す
ま
ず
な
り

に
け
れ
ば
、
か

の
む

か
し
を

こ
せ
.

・
た
り
け
る
ふ
み
ど
も
を
と
り
あ

つ
め

て
返
す
と

て
よ
み

て
を
く
り
け
る

典
侍

藤
原
よ
る
,か

の
朝
,臣

・

の
よ
う
な

、
贈
歌
側
資
料
を
典
拠

に
し
た
と
覚
し

き
贈
歌

詞
書

は
、
純
粋

な
単

'独
歌
詞
書
と
阿
様
な

形
式
を
と

る
。

'

詠

歌
事
情
を

よ
り
正
確

に
伝
え

る
た

め
に
詞
書

の
主
語
や
客
語

を

補

足

ナ

る
i

、

こ
れ

は
む
し
ろ

、
典
拠
を
尊
重
す

る
態
度

に
よ
る
も

の
で
億
な

い
か

と
思
う

の
だ
演

い
か
が

で
あ
ろ
う

か
。

ど

こ
ろ
で
次

の
よ
う
な
場
合

は
、

一
体

ど
の
よ
う
な
資
料
を
典
拠

と
し
た
と

・考

え
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
。

・

、

1

さ

く

ら

の
花

の
さ

か
・り

に

、

ひ
さ

し
く

匙

は
ざ

り

け

る
人

の
き

た
-り

け

る

時

に

よ

み
け

る

「

・

.

-
読

人

し

ら

ず

62

あ

だ

な

り

と

名

に

こ
ぞ

た

て
れ

桜

花

年

に
ま

れ

な

る
人
.も

ま

ち

け

り

■・

,

丶

丶



U

,

、

ノ'・1

＼

》
,
返

し

.

・

,

、

.

.

業

平

朝

臣

63

け

ふ

ご
ず

は
あ

す

は
雪

吐

ぞ

ふ
り

な

ま

し
消

え

ず

は

有

り
と

も
花

と

み
ま

ー

し
や

!
,

二

,.ー

あ

る
女

の
な

り

ひ

ら

め
朝

臣

を

と

こ

ろ

さ

だ

め

ず

あ

り

者

す

と

お

も

ひ

て

、

よ

み

て

つ
か

ば
一し
け

る

.
「

,

,

.
よ

み

人

し

ち

ザ

層
郷

お

ほ

ぬ

さ

の
び

く

て

あ

ま

た

に

な

り

ぬ

れ

憾

お

も

え

ど

え

こ
そ

た

の
ま

ざ

,,

.り

ナ

り

層

、

覽

セ返

七

,,
.

,,
層

.

齟

な

り

ひ

ら

の
朝

臣

,

、
胼

お

ほ
ぬ

ざ

と

名

に

こ
ぞ

た

て
れ

蹴

が

れ

て
も

-つ
ゐ

に

よ

る
せ

は
あ

り

て

ふ

レ

物

を

セ

,

,

ー
、

,
,鈴

木

知

太

郎

氏

は
、

こ
れ

ら

は

贈

歌

側

を

本

体

と

し

た

叙

述

態

度

で
あ

り
、且

・

つ
文
要

短
い
と
鋸

か
ら
、
贈
歌
作
者
側
の
資
料
を
轟

兆

嫁

吻
譲

「
な

い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
し
か
し

こ
れ
ら

の
贈
歌

は
、
題
が
判
明
し

て
い
る
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

コ

も
か
か
わ
ち
ず
詠
者
不
明

の
歌

で
あ

る
。
描

の
場
合

は
撰
者

に
よ
る
秘
匿
と
も

考
え
ら
れ

よ
う
が
、
62

は
そ
う
も

い
く
ま

い
。

そ
こ
で
私

は
こ
れ
ら
を

、
業
平

`

側

の
資

料
を
典
拠

に
し
た
も

の
と
考
え
た

い
と
思
う
。
た
だ
七
蓄

の

資

料

で
ρ

は
、
業
平

側

の
み
を
主
体

と
し
た
叙
述
法
を
と

つ
て
お
ら
ず
、
,相
手
側

の
歌

に

は
相
手
側

の
立

場
を
主
体
と

し
た
叙

述
が
な
さ
れ

℃
い
た
と
考

え
る
。
返
歌
詞

.
馬

こ
れ
ら
の

,書

が

「
返

し
」
と

あ
る
だ

け
な

の
で
は

っ
き

り
と

は
言
え
な

い
が
、

典
拠
と
な

っ
た
資
料

の
記
述
者
ば

、
贈
歌
作
者

・
答

歌
作
者
を
客
観
的

に
み
て

同
列

に
扱
ラ
激
述
法
を
と

っ
売
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
そ

の
こ
乏

は
、
次

の
よ
う
な
例
が

よ
吻
明
確

に
し

て
く
れ

る
。

、冖

幽

一
,

ー

こ
れ
た
か

分
み
こ

の
と
も

に
、
か
り

に
ま
か
り
け

る
時

に
、
み
ま

の
か

'

,
-

・

は
と

い
ふ
所

の
か
は

の
ほ
と
り

に
お
り
ゐ

て
、
さ
け
な
ど

の
み
け

る
つ

r

ノ

　

ロ

ー

い
で
に
、
み
こ
の

い
ひ
け
ち
く
、

か
り
し
七

あ
ま

の
か
は
ら
に
い
だ
る

、

●ど

い
ふ

ζ
こ
ろ
を

よ
み
て
さ
か
丹

に
さ

せ
と

い
ひ
け
れ
ば

卦
か
か

層

.
,

在
原
な
サ

ひ
ら
の
輒
臣

掌

り
舌

し
た
な
ば
た
つ
に
め
や
ど
か
ら
ん
妻

の
か
讐

に
憾

き
に

匠

り

・
・

噛
」

み
こ
、
訂

の
う
た
を
返

々
よ
み

つ
う
返
し
え
悲
ず
な

り
簿

れ
ば

、
と

も

に
侍

り

て

お

か

か

、

.

,

き

の
あ

り

つ
れ

.

胃

と
と
せ
豚

と
鼕

ま
薯

ま
て
ば
漁
ど
か
す
人
も
あ
ら
じ
乏
ぞ
思

1

な
か
ひ
ら
の
朝
臣
の
家
に
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
お
か
か
か
か
か
い
か

へる

・

,

r
、

,

・

と

し

ウ

き

の

朝

臣

研
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
讐

さ
る
雲

だ
河
袖
の
み
ぬ
れ
て
あ
ふ
よ
し
も
な

・

し

・

-

,

、

-

で

ヘ

へ

か

の
女

に
か
億
り

て
返

し
に
よ
め
.る

、

な
り
び

ら
の
朝
臣

脚
あ
ざ

勘
こ
そ
袖

は
研
づ
ら

め
涙
河
身
さ

へ
な
斛

る
と

き
か
ば

た
の
ま

ん

こ
れ
方

の
典
拠
資
料

で
も

n
贈
歌
詞
書

ば
贈
歌
作
者
側

か
ら
、弓
答
歌
詞
書

は
㌃

答
歌
作
者

側
か
ら
叙
述
さ
れ

て
い
た
ら
し
ぐ

、
そ

の
た

め
、・.古
今
集
.詞
書
が
贈

噂
答

ど
ち
ら
側

の
資
料

に
よ

っ
た
も

の
か
分
明

で
な

い
体
裁
と
な

っ
て
い
る
。

・こ
れ
を
、
業

平

・
有
常

・
敏
行
か
ら

の
別

々
な
資
料

に
拠
.っ
た
允

め
と
解
す

る

む
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
・
「
こ

の
う
た
」
h
か

の
女

に
L
と
あ

る
ど

こ
ろ

、

」
か
ら
、
や
は
り
贈
答

両
歌
が
並

載
さ
れ
た
資
料
を
典
拠

に
し
だ

と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。

そ
の
資
料

の
叙
述

が
、
贈

・
答

両
作

者

の
ど
ち
ら
か

一
方

の
み

に
立

っ
一て
の
も
の
で
は
な
く
、.・両
者

を
同
列
に
置

い
て
の
も

の
で
あ
る
こ
と
、
説

明

す

る
ま

で
も
な

か
ろ
う
。

・

層

・
.討

.

古

今
集
中
か

か

る
体
裁
め
贈
答
歌

は
以
上

の
四
組

の
み
で
あ
ゆ
、
そ
れ
ら
の

5

丶



.

、＼

幽、

,
e

,
歌
ほ
総

て
勢
語

に
重
出
七

て
い
る
。

そ
の
資
料
が

、
原
業
平
集

か
原
伊
勢
物
語

.か

、
あ

る
い
は
全
く
別
種

の
も

の
で
あ

る
か
は
今

は
速
断

で
き
な
ψ

。
た
だ

"

・
こ
れ
ら

の
贈
答
歌
を
撰
録
す

る
際

に
拠

っ
た
資
料

は
、
・贈

・
答
両
作
者
が
同
列

の
素
材
と

し
て
扱

わ
れ
た
体
裁

の
も

の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘

し
て

お
く
。

い
わ
ぜ

、
物
語

に
お

い
て
登
場
人
物

を
客

観
的

に
・、
同

列
に
扱
う

が
如

き
叙
述
法

で
あ
る
。
業
平

に
関

す
る
歌

の
資
料

の

一
部

で
は
、
そ
う
し
た
叙
述

,
法
,の
な
さ
れ
.る
段
階
に
あ
る
も

の
も
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う

。

な
お
、

こ
れ
ら

四
組

の
贈
答

歌
と

ご
れ
ら
を
含
む
勢
語
章
段
と

の
関
係
、
及

・,び
そ
れ
が
勢
語

の
生
成
上

い
か
な
る
意
味
を
も

つ
か

に
つ
い
.て
億
稿
を
改
め

て

,
論
じ

た
い
。

〆

.

-.,

'.」

注

1

周
村

和

江

氏
,
「
古

今

集

の
詞

書

お

よ

び
左

注

の
文

章

に

つ
い
て
」

(
「
国

.
語

と

国

文
学

」

昭

39

・
10

)

注

2

奥

村
恒

哉

氏

「
古

今

集

の
詞

書

の
考

察
ー
-書

式

及

び

『
は

べ

り
』

の
使

用

に
関

す

る
諸

問

題
ー

」

(「
国

語

国

文
」

昭
32

・
4
)
。

以

下

、

特

に
注

,

を
付

さ

ぬ
場

合

の
同

氏

の
論

述
,は
総

て

こ
れ
に

よ

る

も

の

ξ

す

る
。
.

卩
注

3

り
阿

部

秋

生

氏

「
勅

撰

和

歌

集

の
詞

書

の
立

揚
」

(
関

西
大

「
国

文
学

」

29

号

)
。
,以

下

、

同

氏

の
論

述

に

は
注

を

付

さ

ぬ

が

、
、
総

て

こ

れ

に

よ

る

も

の

ど
す

る
。

・

・.

、、
一

」

注

4

注

ユ

に
同

℃

。

以

下

、

同

氏

の
論

述

に
は

注

を
付

さ

ぬ

が
、

総

て

乙

れ

,

.
に

ょ

る
も

の

と
す

る
。

、

丶

注

5

鷲

山
樹
,心
-氏

「
伊

勢

物

語

は
古

今

集

に
先

行

す

る
」

(「
文
学

・
語
学

」

,

昭
33

づ
12

)
、

片

桐

洋

噌
氏

「
業

平

集

と

伊

勢

物

語
」

(
「
国

語

と

国

文
学

」

昭
36

・
3
)
、

鷲

山
樹

心
氏

「
伊

勢
物

語

『
狩

の
使

』

の
段

に

つ

い
て
」

(「
文
学

」

昭
46

・
7
)
、

糸

井

通

浩

氏

「
『
け

り

』

の
文

体

論

的

試

論
-

古

今
集
詞
書

と
伊
勢
物
語

の
文
章
I
L

(
王
朝

文
学
協
会
編

『
王
朝
』
.第
四

・
冊
晤
46

・
8
)
等
。

注

6

・森
重
敏

氏

「
伊
勢
物
語

の
構

造
と
定
位
」

文
体
論
的
考
察
コ
」
(
「
国
語

・国

文
」
昭
36

・
9
)

.

-

`

4

r

注

7

時
枝
誠
記
著

『
国

語
学
原
論
堕
(
昭
16
岩
波
書
店
刊
)

第

二
篇
第

五
章

敬

語
論

・・
注

8

清

輔
本

及
び
高
野
切

に
よ

っ
で
考
え

ら
れ
る
古
今
集
本
文

を
さ
す

。

注

9

時
枝
誠
託
氏
の
概
念
規

定
に
従
う

ノ(
時
枝

誠
記
著

『
国

語
学
原
論
』
第

.
二
篇
第

五
章
参

照
)
。

・、

,

.

-

注

10

森
重
敏

氏

「
文
体
論

の
前
提
概
念
」

(「
国

語
国

文
」
昭
31

・
11
)

・、注

11

古
今
集

撰
進
が
醍
醐

天
皇

の
勅
宣

に
よ
る
も
の
か
宇
多
上
皇

の
院
宣

に

・

よ
る
も

の
か
ば
論

の
わ
か
れ
る
と
ご
ろ
で
あ

っ
た
が
、

私
は
奥
村
恒
哉
氏

,咽
の
御
論
述

(「
古
今

集
の
成
立
-
宇
多

上
皇

と
醍
醐

天
皇
」
〈
「
国
語
国

文
」

昭
29

9
5
>)

.「に
賛
し
前
者
之
考
え
る
こ
と
、

こ
こ
で
お
断
わ
り
し
て
お

噛

く
。

注
12

講
座
国
語
史
第

五
巻

『
敬
語
史
』
(
昭
46
大
修
館
書
店
刊
)

第
三
章
古

代

の
敬
語
E

・
注
13

糸
井

通
浩
氏

「
『
け
り
』

の
文
体
論
的

試
論
-
古
今
集
詞
書
ζ
伊
,勢
物

一
悟
の
文
章
l
」
(
王
朝
文
学
協
会
編

『
王
潮
』
第
四
冊
昭
46
・.
8
)

,
柱
14

石
坂

正
蔵
薯

『
敬
話
』
(
昭
44
講
談
社
刊
)

2
敬
語
と
敬
語
法

〔
皿
〕
.

,敬
語
的
人
称

・
注
15

紙

幅
の
都

合

で
詳
述

で
ぎ
な

い
が
、
そ

の
理
由

は
、
清
輔
本

・
高
野
瓠

に
よ

っ
て
考

え
ら
れ
る
原
型
古
今
詞
書

に
お
け

る

「
は
べ
り
」

は
す

べ
て
.

存
在

の
意

を
含

ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
岡
村
氏
御
指
摘

の
よ
う
.

に

・「
単

な
る

『
あ
り

∵
を
り
』

を
用

い
な

い
」
限
り

で
使
用
さ
れ
て

い
る

'

〆

㌔



」
F

'
F

こ
と
、
話
し
藷

全
く
無
関
係
な
も
の
鷸

き
手
饗

動
作
に
竺

切
俥

用

さ

れ

て

な

い
ヒ

と

、
等

々
で

あ

る

。

注

16

橘

豊
氏

「
書

簡

作

法

書

に

お

け

る
待

遇

表
.現
」

(「
国

語

と
国

文

学

」

昭

47

・
12
,)

幽

注

17

室

伏

信

助

氏

「
伊

勢

物

語

の
.歌

の
性

格

ー

古

今

集

所

収

業

平

歌

を
含

む

段

を

め
ぐ

っ
て
ー

」

(
「
中

吉

文

学

」
・昭

43

・
3

)

、.注

18

注

13

に
伺

じ

。

注

19

細

田

恵

子

氏

「
古

今

集

と

贈

答

歌
」

(
王

朝

文

学

櫨

会

編

『
王

朝
』

簾

,」
珊

冊
44

..
9

)

「
資

料

.
古

今

集

の

贈

答

歌
」

(『
王

朝
』

第

四
冊

昭

46

.

.
8
)

の
御

調

査

を

も

と

に

調

べ
さ

せ

て

い

た
.だ

い

た
。

注

20

鈴

木

知

太

郎

氏

「
伊

勢

物

語

の

成

立
時

代

考

」

(
目
大

国

文

学

会

「
国

学

」

昭

16

・
2
)

本
稿

で
引
用
し

た

『
古
今
和
歌
集
』

の
本
文

は
目
本
古
典
文
学

大
系

本
に

拠

P
た
。
箕
用
数
字

は
そ

の
国
歌
大
観
番
号
を
示
す

。

/

、 .

丶

、

〆

一42一

 

、

、
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