
r

和
歌
の
披
講
次
第
と
表
現

(序
)

紙

宏

行

院
政

期
以
降
、
王
朝
文
化

へ
の
憧
憬

の
も

と
そ

の
対
象
化
が
進

め
ら
れ
、

い

わ
ゆ

る
歌
学
が
成
立

し
、

そ

の
中

で
、
歌
会

・
歌
合

の
次
第
が
、
集
成
、
体
系

化

さ
れ
、
記
述
さ
れ

た
。
藤
原
清

輔

『
袋
草
紙
』
、
藤

原
定
家

『和
歌
会
次
第
』
、

上
覚

『
和
歌
色
葉
』
、
順
徳
院

『
八
雲
御
抄
』

な
ど

に
記
さ

れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
歌
学
書

の
記
述
を
見

る
と
、

ま
こ
と

に
い
か
め
し
く
も

の
も

の
し

い
会

の
よ

う
す
が
、
眼
前

に
見
え

る
よ
う

に
伝

わ

っ
て
く

る
。

　
　

　

歌
合

の
次
第

は
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

題
、
参
加
者
が

、
事

前

に

(
一
か
月

ほ
ど
前
)
決

め
ら

れ
る
。
左

右

の
方
人

は
、
歌
を
出
詠
す

る
場
合
も
あ

っ
た
が
、
原

則
と
し

て
専
門
歌
人

に
歌
を
用
意

さ
せ
た
。
頭

・
念
人

な
ど

の
役
も
決

め
た
。
方

人
ら

は
、
奉
幣

・
祓
事

を
行

っ

て
お
く
。
当

日
は
装
束

を
整

え
会
場

に
向

か
う
。

参
加
者

は
、
参
声
音

と

い
う

カ
ズ
サ
シ

鳴

り
物
入
り

で
入
場
。
着
席

し
終
わ

る
と
、
文
台

・
洲
浜

・
員
刺

の
具

・
灯

台

な
ど

の
調
度
類
を
搬

入
す
る
。
洲
浜
と

は
、
盆
台

に
、
木
石

・
花
鳥

を
あ
し
ら

っ
た
も

の
で
、
多
く

は
海
浜

の
景
を
模

し
て
い
る
。
員

刺

の
具

は
勝
敗

を
記

録

す

る
道
具

で
、

こ
れ

に
も
風

流

(
装
飾
)
が

ほ
ど

こ
さ
れ

て
い
た
。
参

加
者

の

座
席

や
調
度

類

の
位
置

に
も
当
然

の
こ
と

に
決

ま
り
が
あ

り
、
『
明
月
記
』

に

は
簡

明
な
配
置
図
が
記
録

さ
れ

て
い
る
。

こ
う

し
て
、

閉
鎖

的
な
異
空
間
が
現

出

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

作
品

を
書

き
記
し
用
意

し
た
懐
紙

を
懐
中

に
し
の
ぼ

せ
た
歌
人
は
、
歌
を

召

さ
れ

る
と
、
身
分

の
低

い
順

に
文
台

に
膝
行
し

て
近
づ
き
、

歌
を
重
ね
置
く
。

次

に
、
読
師

.
講

師

.
判
者
が
任
命

さ
れ
た
。
読
師

は
披
講

の
進

行
を
取
り
仕

切

る
役

で
あ

る
。

講
師
は
、
実
際

に
声

を
発

し

て
朗
読
す

る
、

し
た
が

っ
て
歌

判

に
も
影
響

を
与

え
る
重
要
な
役
柄

で
あ

っ
て
、
比
較
的
身
分

の
低

い
者

か
ら

選
ぼ

れ
、
相
当

の
名
誉

の
こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
間
違

い
の
な

い

よ
う

に
慎
重
を
期

し
、

何
度
も
下
読

み
し
て
準
備

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
。

読

み
直
し

は
原
則

と
し
て
認

め
ら
れ

て
い
な
い
。
定

家
も
何
度
も
勤

め
て

い
る

が
、

巧
拙
は
と
も

か
く
、
美

声

で
あ

っ
た
と
は
と
て
も
思
え
ず
、
首
尾

は
ど
う

だ

っ
た
だ
ろ
う

か
。

こ
う
し

て
い
よ

い
よ
和

歌

の
披
講
が
始
ま

る
。

ま
ず
左

方

か
ら
。
読
師
が

文

台

に
近

づ

い
て
歌
を
取

り
、

順
番
を
間
違
え
な

い
よ
う

に
、
講
師

に
手
渡
す
。

読
師

は
後

代

に
は
省
略

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
場
合
、
そ
れ
だ
け
講
師

の

任
務
が
重

く
な
る
。

講
師

は
、
円
座

に
片
膝
を

つ
き
少

し
う

つ
む
き

か
げ

ん
で
、
し

っ
か
り

し
た
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キ
リ
ゴ
エ

弼
鳶

で
、

一
句
ず

つ
切

っ
て
読
み
上
げ

る
。

こ
れ
を

「
切
音
」

と

い
う
。
読

み

な
が

ら
首
を
動

か
し
て
は
な
ら
な

い
。
続

け
て
同
じ
歌
を
詠
吟
す

る

の
だ
が
、

講
頌

(
発
声

と
も

い
う
)
と
な

っ
た
人
が
初

句
を
詠
吟
、
続

け
て
、
方
人
が

二

句
以
下
を
声

を
合

わ

せ
て
詠
吟
す

る

の
で
あ

る
。
続

い
て
右
方
が

、
同
様

に
、

講
師
が
朗
読

し
、
講
頌
、
方
人
が
詠
吟

す

る
。
朗
読

と
詠
吟

と

い
う

二
種
類

の

声
が
あ

っ
た
わ
け

で
あ

る
。
も

っ
と
も
、
簡
略

な
歌
会

や
歌
合

の
場
合

は
、
朗

詠

は
省
略

さ
れ

た
よ
う

で
あ

る
。

次

に
、
勝
ち
負
け

を
決

め
る
判
。
方
人
が
互

い
に
相
手
方

の
歌

を
批
判

、
自

方

の
歌

を
弁

護

し

(難

陳
)
、
最
後

に
判
者
が

判
詞

と
と
も

に
判
を
下

す
。

こ

う
し

て
第

一
番

の
判

ま

で
終
わ
り
、
第

二
番

の
朗
読
詠
吟

に
移

る
と

い
う
順
序

で
あ

る
。

全
番

の
判
が
終

わ
り
、
左
右

の
勝
敗

が
決

し
た
ら
、
拝
舞

、
奏

楽
、
盃
盤

と

な

る
。

い
わ
ゆ
る

二
次
会

で
あ

る
。

祝
儀
も
あ

っ
た
。

負
け
方

は
、

さ
ら
に
後

日
、
負
態

と

い

っ
で

勝

ち
方

を
饗

応
し
な
け

れ
ぽ

な
ら
な

か

っ
た
。
神
仏

へ
の

お
礼
参

り

に
も
出

か
け

た
。

以
上

の
よ
う
な
次
第

で
あ
る
。
歌
会

の
場

合
は
次
第
が
相
違

す
る

の
は
当
然

だ
が

、
講
師

の
朗
読

と
参

会
者

の
声

を
合

わ
せ

て
の
詠
吟

と

い
う
披
講

の
と

こ

ろ
は
、
歌
会

と
は
本
質

的
な
違

い
は
な

い
。
天
皇

の
出
席

の
有

無
な
ど
会

の
格

式

に
よ

っ
て
、
詠

吟

の
回
数
が
変

わ

っ
た
り
も
す

る
。

こ
の
も

っ
と
も
ら

し
い
形
式

主
義

は
、
現
代

か
ら
思
う
と
滑
稽

と
し
か

い
い

よ
う
が

な

い
が
、
ま

た
、

そ
れ
ゆ
え

に
、
失
敗
談

も
多
く
伝
え
ら

れ
て

い
る
。

最
も
有
名

な

の
が
、
博
雅

三
位
が

『天
徳

四
年

内
裏
歌
合
』

の
席

で
、
披
講
す

べ
き
歌

の
順
序
を
間

違
え

た
と

い
う
話

で
あ

る

(
同
歌
合

仮
名

日
記
)
。
鶯

の

歌
を
読
む

べ
き

と
こ
ろ
、
柳

の
歌

を
読

ん

で
し
ま

っ
た
。
読

み
直

し
が
認

め
ら

れ

た
が
、

す
ぐ

に
は
読

み
出

せ
ず

、
や

っ
と
読

み
上
げ
始

め
た
と

こ
ろ
、

そ

の

声
が

ふ
る
え

て
い
た
と

い
う
。

こ

の
ほ
か
読

み
間
違

い
な
ど

は
、
数
多

か

っ
た

ら
し
く
、
定
家

は
、
読

み
間
違
え

の
な

い
よ
う
戒

め
を
与
・兄
て
い
る
。

鴨
長
明

は
、
近
年

の
和
歌
会

の
乱
れ

ぶ
り
を
嘆

く
俊
恵

の
こ
と
ぽ

を
伝
え

て

い
る

(
『無
名
抄
』

近
年

会
狼
籍
事
)
。
装
束

の
乱
れ
、
歌

の
準
備

不
足
。
披
講

中

の
私
語

な
ど
も

っ
て
の
ほ
か
で
あ

る
。

傲
慢
な
所
作

や
卑

屈
な
態
度
な
ど
実

に
嘆

か
わ

し

い
。

「
詠
」

の
声

は
、
大
き

い
ほ
う
が

よ

い
に
は
越

し
た
こ
と

は

な

い
の
だ
が
、

「首

筋
を

い
か
ら

し
声

を

よ
り
あ
げ

た
る
や
う

な
ど
」
と

い
う

見
苦

し

い
の
は
困

っ
た
も

の
だ
。
す

べ
て

「
人

ま
ね

に
道
を
好
む
が

ゆ
ゑ
」

で

あ
る
…
…
。
老
大
家

ら
し

い
憤

慨
ぶ

り
で
は
あ

る
が
、
緊
張
感

を
欠

い
た
末

の

世

の
堕
落

ぶ
り
を
見

せ

つ
け
ら
れ

る
思

い
が

す
る
。

こ
の
よ
う
な
披
講
形
式
が
、
和
歌

享
受

の
本
来
的
、

正
当

的
な
あ
り

よ
う

で

あ

る
な
ら
ぽ

、
形
式
と

は
、
単

な
る
形
式
と

い
う
外
在

的
範

疇

に
と
ど

ま

っ
て

　
　

　

い
る
も

の
で
は
な
く
、
和
歌
詠
作

の
方
法

の
本
質

に
関
与
し

て
こ
よ
う
。

文
字

享
受

と
音
声
享
受

と

の
相
違

は
、
文
学
作

品

の
文
字
享
受

に
慣

ら
さ
れ
き

っ
て

い
る
わ
れ
わ

れ
に
と

っ
て

は
、
概
念
的

に
把

捉
す

る
こ
と

は
、

な
か
な
か
む

つ

か
し

い
。

古
く

か
ら
歌
病

と

い
う
、
悪
名
高

い
伝
統
的
な
評
価
基
準
が

あ

る
が
、

六
朝

詩
論

の
そ

の
ま
ま

の
翻
案

と
し
て
意

味
な

い
も

の
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

披
講

に
お
け
る
音
声
享
受

と

い
う

こ
と
を
視
野

に
入
れ

る
と
、
決

し
て
無

意
味

な
こ
と

で
は
な

い
と
思

わ
れ
る
。
平
頭
病

(第

一
句
と
第
四
句

の
は
じ
め

の
音

が

同
音
)
や
声
韻
病

(第

一
句
と
第

四
句

の
お
わ
り

の
音
が
同
音
)

な
ど
音

に

関
す

る
病

は
、
改

め
て
評
価

し
直
す

必
要

が
あ

る
。

朗
詠

の
と
き

、
初
句
を
特

に
二
句
以

下
と
別

に
し
て
講
頌
が

朗
読
す

る
こ
と
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か
ら
、
初
句

の
表
現

の
工
夫
が
き
わ

め
て
重
要

な
課
題
と

な
る
。

°初

句

に
題
を

表

さ

な

い

こ
と

は
、
「
初

句

五
文

字

に
題

み
な
あ

ら

は

れ

た
る
、
念

な

し
」

(
『
六
百
番

歌
合
』
余
寒

・
七
番

、
難
陳
)
な
ど

と
、
当
時

の
歌
人

に
常
識
化

し

て
い
た
。

さ
ら

に
、
俊
成

は
、
題

詠

の
方
法
と

し
て
で
は
な
く
、
和
歌
表
現

そ

の
も

の
の
あ

り
よ
う
と

し
て

「
す

べ

て
歌

の
五
文
字

は
よ
く
思
ふ

べ
き
も

の
に

こ
そ
侍
ら

め
」

(
『
千
五
百
番
歌
合
』

二
百
七
番
、
俊
成
判
)

と
初

句

の
表
現

に

細
心

の
注
意
を
促

し
、
自

身

は

「
歌
ご

と
に
五
文
字
を
ぽ
注

に
付

け
」

る
と

い

う
工
夫
を
実
践
し

て
い
た
。
定
家

は
、

そ
れ
を
受

け

「
歌

の
五
文
字

は
よ
く
思

惟

し

て
後

に
置
く

べ
き

に
て
候
」

(
『
毎
月
抄
』
)
と

い
う
初

句
後
置

と

い
う
技

法
を
確
定

し
た
。

披
講
形
式

を
和
歌
と

い
う
存
在

の
本
来
的
、
正
当
的

な
あ
り
よ
う

で
あ

る
こ

と
を
見
す
え
、

こ
れ
を
基
盤
と

し
て
、
歌

の
本
来
的

理
想
的

な
あ
り

よ
う

を
論

じ
た

の
は
俊
成

で
あ

っ
た
。
彼

は
、
「
歌

は
た
だ
読

み
あ
げ

も
し
、
詠

じ
も

し

た
る

に
、
何
と
な

く
艶

に
も
あ

は
れ

に
も
聞

ゆ
る

こ
と

の
あ

る
な
る
べ
し
。
も

と
よ
り
詠
歌
と

い
ひ
て
、
声

に
つ
き

て
善

く
も
悪

し
く
も
聞
ゆ

る
も

の
な
り
。
」

(
『古
来
風
体

抄
』
)
と
述

べ
、

披
講

の
声

に
よ

っ
て
、
「
艶
」
や

「
あ

は
れ
」

な

イ

メ
ー
ジ
が

感
得

さ
れ

る
歌
を
理
想

の
歌

と
主

張

し
た

の
で
あ

っ
た
。
「
読

み

あ
げ
も

し
、
詠

じ
も
し

た
る
に
」

と
対
照
的
な

二
種
類

の
声

が
あ

っ
た
こ
と
も

強
く
意

識
し

て

い
る
。
「
句

の
か

か
り
」

と

い
う
、
句

と
句

と

の
間

の
移

り

の

　
ヨ

　

円
滑
さ
を
普
遍
的

に
捉
え
た
、
個
性
的

な
こ
と
ぽ
も
用

い
て
い
る
。

さ
ら

に
、
定
家

は
、
そ
れ
を
声
調

の
問
題

で
は
な
く
主
題
形
成

の
問
題
、
す

な
わ
ち
詠
歌

の
方
法

論

の
問

題
と

し
て
、
展
開
、
徹
底

し

た

の
で
あ

る
。
「
詞

の

つ
づ
け
が

ら
」

の
方

法

で
あ

る
。

定
家

は
、

「
ま
た
、
歌

の
大
事

は
詞

の
用

捨

に

て
侍

る
べ
し
。

(中
略
)

申
さ
ば
、

す

べ
て
詞

に
あ

し
き
も
な

く
宜

し
き

も
あ

る

べ
か
ら
ず
。

た
だ
続

け
が

ら

に
て
歌

詞

の
勝
劣

侍

る
べ
き
。
」
(
『毎
月

抄

』
)
と
述

べ
て
い
る
。
ほ
か

に
も
、

『
八
雲
御
抄
』
な
ど

に

「
詞

の
つ
づ
け
が

ら
」

の
方
法

は
記
さ

れ

て
い
る
。

歌

は
、
「
切
音
」

に
よ

っ
て

一
句

ご
と

に
区

切

っ
て
読

み
上
げ
ら
れ

る
。

一
句
ご
と
、

一
歌
語

ご
と

に
、
和
歌
表
現

の
伝
統

に
基
づ

く
さ
ま
ざ
ま
な

イ

メ
ー
ジ
が
浮

か
び
上
が

り
、
そ
れ
ら

の
交
錯
、
総
体

と

し

て

一
首

の
表
現

世
界

が
形

成
さ

れ

る
。
新

古
今

の
方

法

の
基
本

で
あ

る

　
る

　

「
詞

の

つ
づ

け
が

ら
」

の
方
法

は
、

「切
音

」
と

い
う
披
講
形
式

を
前
提
と

し
た

方

法

で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

こ
う

し
て
会

の
次
第
を
逐

っ
て
き

て
、
披
講
と
和
歌
詠
作

の
方

法

と
が
根
源

的

に
関
わ

る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
と

さ
ら
に
原
点

に
戻

る
必
要
が
あ

る
よ
う

に
思
う
。
披
講

に
お

い
て
は
、
朗
読
と
詠
吟

と

い
う
対
照
的
な

二
種
類

の
声
が
あ

っ
た
こ
と
、

こ
こ
に
歌

な
る
も

の
の
存
在

の
あ

り
よ
う

の
本
質
的
な

問
題
が
あ

り
そ
う
な

の
で
あ

る
。

朗
読

と
詠
吟

と
は
、

そ
も
そ
も
ど

の
よ
う
な
声

色
と
曲
節
、
抑
揚

で
行
わ
れ

る
も

の
な

の
か
、
今

で
は
、
も
う
わ

か
ら
な

い
。
読

み
か

た
、
詠

じ
か
た

の
譜

本

の
よ
う
な
書
も
残

っ
て

い
る
が

、
結
局

は
、
現
代

の
宮

中

の
歌
会
始

め

の
よ

う
な
も

の
か
ら
推
測
す

る
し
か
な

い
。
家
や
流
派

に
よ

っ
て
も
違
う

よ
う

で
あ

る
。

し
か
し
、

問
題
は
、
読

み
か
た
、
詠
じ

か
た
そ
の
も

の
の
探
求

で
は
な

く
、

な
ぜ

二
種
類

の
声
が

対
立
的

に
存
在

し
て

い
た

の
か
、

そ
の
二
種
類

の
声

は
、

　
ら

　

ど

の
よ
う
な
差
異
性
が
あ

る

の
か
、

と

い
う
こ
と

に
あ

る
。

俊

成
は
、
「
い
か
に
も
歌

は
、
詠

の
声

に
よ
る
べ
き
も

の
な

る
が

ゆ
ゑ
な
り
」

(
『古
来

風
体
抄
』
)

と
述

べ
、
「詠

の
声
」

の
ほ
う

を
重
視

し

て
い

る
。

『毎

月

抄
』

に
も
、
「
相
構

へ
て
兼

日
も
当
座

も
、
歌
を
ば

よ
く

よ
く
詠
吟

し

て
こ
し

ら

へ
出
だ
す

べ
き
な

り
」

と
あ
り
、
歌

の
創
作
過

程

に
お

い
て
、
「
詠

吟
」
を

試
行
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
歌

の
で
き
ば

え
を
吟
味
す

る
よ
う
注

意
し

て
い
る
。
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ま

た
、
「
右
、

初

の
五
文

字
を
読

み
あ
げ

侍

る
よ
り
、
作
者

に
と
り

て
は
、

こ
と

わ
り

も

か
な

ひ
、
心

詞
も
優

に
侍

る
を
、
詠
吟

し
侍

る
ほ
ど

に
、
左

の

『
岩

に
も
松
』

の
古

き
た

め
し
も
、

い
た
づ
ら

に
申

し
お
と
し
侍

り

ぬ
る
に
や
」

　　

　

(
『
寛
元
元
年
河

合
社
歌
合
』

二
十

二
番
)

と

い
う
為
家

の
判
詞
も
あ

る
。
右
歌

を

「
読

み
あ
げ
」

て
、
歌

の
事

理
と
優
美

が
わ

か
り
、

さ
ら

に

「
詠
吟

し
」

て
、

歌

の
妙

味
が
感

じ
ら

れ
た
と

い
う
。

「
読

み
あ

げ
」

る
よ
り

「
詠
吟
」

す

る
ほ

う
が
、
感
動

を
与
え

る
こ
と
が

で
き
る
と

い
う

の
で
あ
ろ
う

か
。

再
び
、
会

の
次
第
を
振

り
返

っ
て
み

た
い
。

一
首

の
歌

は
、
あ
ら

か
じ
め
与

え
ら

れ
た
題

に
よ

っ
て
案
出

さ
れ
た
ら
、
懐
紙

に
書

か
れ
、
次

に
会

に
お

い
て
、

読

み
上
げ

、
詠

吟
さ

れ
る
、

と

い
う
三
段
階

を
踏

ん

で
順
次

か
た
ち
と
し

て
現

れ
る
。

『和

歌
会
次
第
』

に
は
、
「
和
歌
清
書
懐

中
、
殊
加
用
意

(
以
上

割
注
)

(中

略
)

一
句

ヅ

鼠
切
音

に
読
上
之

(中

略
)
同
音

詠
吟
和

歌
」
と
書

か
れ

て

い
て
、
和
歌

の
、
字
義
通

り

の
表
現

の
形
が
如

実

に
伝
わ

っ
て
く
る
。

懐
紙

に

書

く
↓
読
む
↓
詠
ず

、
と

い
う
過
程
を
経

て
、
歌

の
表
現

は
完
結

す
る

の
で
あ

る
。

披
講

の
形
式

は
、
歌

の
享
受

の
問
題

と
し

て
で
は
な
く
、
表

現
過
程

の
問

題
と
し

て
捉
え

か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

洲
浜

や
員
刺

の
具
な

ど

の
風
流

を
据

え
、
楽
を

奏

で
、
神

仏

を
拝

し
、
歌

会

・
歌
合

は
特
殊

な
異
空
間
を
現
出

し
行
わ
れ

る
。
宗
教
儀

礼
的
な

「
芸
能

の

　
　

　

場
」
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能

の
よ
う
だ
。
朗
読

・
詠
吟

と

い
う

二
種
類

の
声
が

、

対
照
的

に
発

せ
ら
れ

る
の
も
、
儀
礼
的

、
芸
能
的

で
は
あ
る
。
和
歌
表
現

を
中

核

に
多
様

な
周
縁

的
要
素
を
包
摂

し
た

「
和
歌
文
化
史

」
と

で
も
呼

ぶ
べ
き
、

広

い
視
点
が
構

想
さ
れ

よ
う
。

む
し
ろ
、
和
歌

な
る
も

の
の
原
初
的
、
本
来

的
、

本
質
的

な
あ

り
よ
う

は
、

「和

歌
文
化

史
」

の
圏

内

に
お

い
て
の
み
明
ら

か

に

さ

れ
う

る
と
思
わ
れ

る
。

こ

こ
で
は
ま
ず
、
"
表

現

の
場
"
が
和
歌

の
表
現

そ

の
も

の
を
機

制
す

る
と

い
う
視

点

で
、
課
題

を
設

定
し

て
み
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
峯
岸
義

秋

『歌
合

の
研

究
』
(
昭

29

・
10
)
、
岩
津

資
雄

『
歌
合

せ

の

歌
論

史
研
究
』

(
昭
38

・
H
)

に
詳

し

い
。
本
稿

も

こ

の
二
書

に
拠

る
と

こ
ろ
が
大
き

い
。

(
2
)
岩
津

資
雄
前

掲
書

に
は
、
ほ

か

の
事
例
も

あ
げ
ら

れ

て
い
た
が
、
歌

学
書

に
あ
る
披
講
次
第

の
記
述

に
即
し

た
も

の

の
み
、
こ
こ

で
は
ふ
れ
た
。

(
3
)
谷

山
茂

「
か
か
り
続

貂
」

(
『谷

山
茂

著
作
集

』

一
巻
、

昭

57

・
4
)

参

照
。

(
4
)
拙

稿

「
詞

の
つ
づ
け
が

ら

1

新

古
今

の
表
現
構

造

1

」
(
『文
芸

研
究

』

皿
集
、
平

1

・
5
)

に
論
じ

て
み
た
こ
と
が
あ

る
。

(
5
)

ζ
の
こ
と
が
、
最

も
大
き

な
課
題
と

な

る
こ
と
は
、

い
う

ま

で
も

な

い
。

今

の
と
こ
ろ
、

こ

の
課
題

に
答

え
る
用
意

は
な

い
が
、
次

の
よ
う
な

示
唆
的
な
論
考

に
接

し

て
い
る
。

田
尻
嘉

信

「
俊
成

に
於
け

る

『詠

歌
』

の
系
譜
」

(
『跡
見

学
園
国
語
科
紀
要
』

7
号
、
昭

34

・
3
)

に
は
、
漢
詩

の
朗
詠

と
和
歌

の
朗
詠
と

の
関

わ
り
に

つ
い
て
ふ
れ
、

ま
た
、
渡
辺
秀
夫

「
土
佐

日
記

に
於

け

る
和

歌

の
位
相

1

〈
よ
む
〉
と

〈
い
ふ
>

1

」

(
『
日
記
文

学

作
品
論

の
試

み
』
論

集
中
古
文
学

9
、

昭
54

・
10
)

は
、

和
歌

に
は
、
〈
よ
む
〉

歌
と

〈
い
ふ
〉
歌

と

の
二
局
面
が

あ

る

こ
と
を
指

摘

し
、

〈
よ
む
〉
歌

は

「
歌

の
奉

献
的
性

格

i

披

講
を

意
識

し

た
、

十

分
披
講

す
る

に
値
す

る
歌
、

い
わ
ゆ

る

ハ
レ
の
創
作

歌

で
あ

る
と

い
う
性

格
」

を
有

し

て
い
る
と

い
う
。

(
6
)
引

用

は
、
群
書

類
従
本

に
拠

る
。
宮

内
庁
書

陵
部
本

(
国
歌

大
観

所

収
本

の
底
本
)
と

は
、

本
文

に
大
き
な
相
違
が

あ
り
、
な

お
問
題

を
残
し

て

い
る
。

(
7
)

菊
池

仁

「
〈
歌
合

〉
〈
歌
会
〉

の
場
」

(
『
国
文

学
』
昭

62

・
6
)

に
拠

る
。
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