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【
論
文
の
内
容
の
要
旨
】 

 

本
論
は
、
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
、
序
詞
を
対
象
に
考
察
し
、
当
時
の
人
々
に
修
辞
技
法
が
ど
の
よ

う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
序
詞
研
究
は
、
本
論
は
平
安
期
の
和
歌
を
対

象
に
考
察
し
そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
の
表
現
と
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
、
更
に
古

代
の
人
々
が
修
辞
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
目
指
し
て
い
た
の
か
と
い
っ

た
、
修
辞
意
識
の
問
題
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

第
一
篇
「
序
詞
の
変
容
」
に
は
二
つ
の
節
を
設
け
た
。
第
一
章
「
古
今
和
歌
集
の
序
詞
」
で
は
、
従
来

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
古
今
和
歌
集
の
序
詞
の
特
徴
を
、
万
葉
集
と
比
較
し
な
が
ら
明
ら
か
に

し
た
。
万
葉
集
序
詞
は
、
序
詞
が
描
写
す
る
景
の
中
の
核
と
な
る
部
分
（
＝
物
象
自
体
）
と
、
序
詞
部
分

と
本
旨
が
こ
と
ば
を
音
の
レ
ベ
ル
で
共
有
す
る
部
分
（
＝
連
結
語
）
と
い
う
狭
い
範
囲
に
お
け
る
論
理
性

に
よ
っ
て
、
物
と
心
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
対
し
古
今
集
の
序
詞
は
、
一
首
全
体
に

亘
っ
て
論
理
的
文
脈
を
構
成
し
、
物
と
心
を
結
束
さ
せ
る
。
こ
の
方
法
は
、
序
詞
を
殆
ど
用
い
る
こ
と
の

な
か
っ
た
六
歌
仙
時
代
の
詠
作
に
お
け
る
、
完
全
な
二
重
文
脈
の
歌
を
元
に
成
し
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
重
文
脈
の
歌
は
、
縁
語
・
掛
詞
を
一
首
全
体
に
鏤
め
て
お
り
、
景
物
と
本
旨
の
文
脈
が
そ
れ
ぞ
れ

一
首
通
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
旧
来
の
序
詞
の
様
式
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
古
今
集
の
序

詞
は
万
葉
集
の
そ
れ
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
古
今
集
撰
者
が
、
論
理
を
越
え

て
強
い
結
束
を
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
万
葉
集
序
歌
の
再
現
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。 

第
二
章
「
心
物
対
応
構
造
の
変
質
と
序
詞
」
は
、
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
古
今
和
歌
集
時
代
の
序
詞

の
萌
芽
を
万
葉
集
に
求
め
、
万
葉
集
序
歌
を
時
代
ご
と
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉
集
の
中
に
そ
の

よ
う
な
様
相
を
見
て
取
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
家
持
が
越
中
国
に
赴
任
し
て
か
ら
突
然
多

く
の
序
詞
を
用
い
始
め
る
こ
と
、
ま
た
、
都
か
ら
離
れ
た
越
中
国
と
い
う
特
別
な
地
に
お
い
て
、
何
ら
新

た
な
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
な
く
平
凡
な
使
い
古
し
の
詞
を
用
い
た
序
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
な
ど
、
不
自
然

な
点
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
み
や
び
の
世
界
の
価
値
観
か
ら
は
、
鄙
の
景
の
固
有
性
を
表
現
に
掬
い

取
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
家
持
の
苦
心
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
家
持
が

ご
く
平
凡
な
表
現
の
序
詞
を
作
り
続
け
た
こ
と
は
、
本
来
序
詞
に
詠
み
込
ま
れ
る
景
が
当
た
り
前
の
よ
う

に
抱
え
て
き
た
、
物
象
の
力
に
不
信
感
を
持
っ
た
た
め
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
序
詞
は
、
限
ら
れ
た
例
を

除
き
、
序
詞
内
部
に
描
か
れ
る
物
象
が
抱
え
る
力
に
対
し
て
無
批
判
に
信
用
し
て
い
る
が
、
家
持
が
鄙
の

景
に
立
ち
向
か
っ
た
時
の
序
歌
か
ら
、
そ
の
力
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
。
古
今
集
序
歌
の
、
物
象
と
心

情
と
の
結
び
つ
き
を
論
理
的
な
文
脈
で
説
明
し
て
見
せ
る
と
い
う
特
徴
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
古
今
集
で



は
物
象
が
抱
え
込
む
力
に
懐
疑
的
で
あ
る
。
家
持
の
越
中
国
に
お
け
る
作
品
は
、
そ
こ
へ
繋
が
る
兆
し
を

見
せ
て
い
る
。 

 

第
二
篇
「
序
詞
の
表
現
に
見
る
修
辞
意
識
」
で
は
、
序
詞
と
本
旨
の
転
換
方
法
の
中
で
、
最
も
口
誦
的

性
格
を
留
め
る
、
同
音
反
復
式
序
詞
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
万
葉
集
、
古
今
集
に
見
ら
れ
る
同
音
反
復
式

序
詞
の
表
現
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
現
れ
様
か
ら
、
当
時
の
人
々
が
修
辞
に
対
し
ど
の
程
度
意
識
的
で
あ

っ
た
の
か
考
え
る
。
第
一
章
「
同
音
反
復
式
序
詞
の
考
察 

前
編―

古
今
集
当
代
歌
の
同
音
反
復
式
序
詞
に

つ
い
て―

」
に
お
い
て
は
、
同
音
で
反
復
す
る
序
詞
に
注
目
し
て
、
そ
れ
ら
が
平
安
和
歌
に
ど
の
よ
う
に

受
け
継
が
れ
て
い
く
の
か
分
析
し
た
。古
今
集
に
お
い
て
そ
の
技
法
を
用
い
た
も
の
を
分
析
し
て
み
る
と
、

読
み
人
知
ら
ず
歌
と
撰
者
周
辺
歌
人
の
歌
の
間
に
は
明
確
な
使
用
法
の
違
い
が
現
れ
た
。
一
般
的
景
物
を

反
復
す
る
場
合
、
読
み
人
知
ら
ず
歌
に
お
い
て
は
万
葉
集
と
ほ
ぼ
同
様
の
あ
り
方
が
見
ら
れ
る
が
、
撰
者

周
辺
歌
は
、
序
詞
と
本
旨
を
様
々
な
方
法
で
強
固
に
結
び
付
け
、
歌
の
外
側
の
情
報
が
無
く
と
も
理
解
が

可
能
な
歌
を
採
歌
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
地
名
を
反
復
さ
せ
る
も
の
は
殆
ど
当
代
歌
人
の
詠
に
な
る
。
地

名
反
復
に
撰
者
達
が
当
代
性
を
見
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
修
辞
技
法
に
よ
る
「
古
」「
今
」
の
棲
み
分
け

は
、
当
時
の
人
々
が
修
辞
に
対
し
意
識
的
な
判
断
基
準
を
有
し
た
こ
と
を
表
す
。
第
二
章
「
同
音
反
復
式

序
詞
の
考
察 

後
編―

地
名
反
復
の
序
詞
に
つ
い
て―

」
で
は
、
古
今
集
当
代
歌
に
お
い
て
目
立
っ
て
見

ら
れ
た
地
名
反
復
の
序
詞
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
目
指
す
技
法
で
あ
る
の
か
、
同
じ
く
地
名
と
序
詞
が
密

接
な
関
係
を
持
つ
、
地
名
に
連
鎖
す
る
序
詞
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
た
。
地
名
連
鎖
は
歌
の
本
旨
に

地
名
が
含
ま
れ
る
の
で
、
地
名
を
め
ぐ
る
事
柄
が
歌
の
主
題
と
な
る
が
、
地
名
反
復
は
、
本
旨
に
地
名
が

含
ま
れ
ず
、
歌
の
主
題
は
心
情
が
中
心
と
な
る
。
た
だ
し
、
地
名
反
復
の
場
合
は
、
詠
み
込
ま
れ
た
地
名

自
体
も
本
旨
の
心
情
と
対
等
な
レ
ベ
ル
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
地
名
反
復
は
、
本

来
そ
の
地
に
赴
き
そ
の
地
で
の
感
慨
を
主
想
と
し
て
詠
う
技
法
で
あ
っ
た
。
古
今
集
の
地
名
反
復
の
技
法

は
、
当
代
的
表
現
方
法
に
よ
っ
て
序
詞
と
本
旨
を
強
固
に
結
び
付
け
、
地
名
を
実
体
と
し
て
の
地
名
か
ら

〈
人
事
的
地
名
〉
へ
と
変
質
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
作
者
が
そ
の
地
を
訪
れ
ず
と
も
、
主
想
の
側
に

せ
り
出
す
地
名
の
力
が
再
生
さ
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
表
現
の
継
承
と
、
新
た
な
表
現
方
法
の
適
用
に
よ

っ
て
、
地
名
反
復
の
序
詞
に
は
多
様
な
表
現
が
展
開
し
た
。 

第
三
篇
「
修
辞
技
法
と
し
て
の
掛
詞
の
誕
生
と
展
開
」
で
は
、
掛
詞
の
考
察
を
行
う
。
万
葉
集
か
ら
古

今
集
へ
の
序
詞
の
変
化
は
、
修
辞
と
し
て
の
掛
詞
が
定
着
し
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
て
い
た
。
万
葉
集
の

段
階
で
は
未
だ
掛
詞
が
定
着
す
る
段
階
に
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
定
着
し
、
発
展

し
て
い
く
の
か
を
追
う
こ
と
で
、
古
今
集
撰
者
の
修
辞
意
識
に
迫
る
。
第
一
章
「
万
葉
集
の
掛
詞
に
つ
い

て
」
で
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
掛
詞
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
考
察
し
た
。
万



葉
集
に
お
け
る
掛
詞
は
、
枕
詞
や
序
詞
の
一
部
分
と
し
て
現
れ
る
連
鎖
型
の
も
の
が
殆
ど
で
、
単
独
で
成

り
立
つ
含
蓄
型
の
掛
詞
の
例
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
ま
た
、
宴
会
の
際
の
戯
れ
の
歌
に
お
い
て
掛
詞
に
近

い
技
法
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
分
析
し
て
み
る
と
、
平
安
期
に
隆
盛
す
る
掛
詞
と
は
系
統
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
稿
者
は
万
葉
集
の
中
で
、
一
首
全
体
を
景
の
描
写
で
一
貫
さ
せ
な
が
ら
、
暗
に
人

事
的
内
容
を
含
ま
せ
る
「
譬
喩
歌
」
に
注
目
し
、
掛
詞
の
定
着
し
て
い
く
土
台
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
た
。

「
譬
喩
歌
」
に
お
け
る
、
景
描
写
で
一
貫
し
た
文
脈
は
、
縁
語
を
発
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
お

り
、「
譬
喩
歌
」
内
部
で
構
成
さ
れ
る
縁
語
群
の
展
開
と
連
動
し
て
掛
詞
が
修
辞
と
し
て
定
着
し
て
い
く
流

れ
を
持
つ
と
指
摘
し
た
。
一
語
が
二
つ
の
意
味
を
担
う
掛
詞
は
、
そ
の
異
義
語
の
組
み
合
わ
せ
の
唐
突
さ

を
緩
和
さ
せ
な
け
れ
ば
、
滑
稽
な
駄
洒
落
に
近
い
修
辞
に
傾
く
。「
譬
喩
歌
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
縁
語

群
は
、
そ
れ
ら
の
衝
突
を
緩
や
か
に
す
る
機
能
を
持
つ
の
で
あ
り
、
万
葉
集
中
ご
く
僅
か
に
見
ら
れ
る
掛

詞
も
、
縁
語
を
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
章
「
掛
詞
の
表
現
構
造
」
に
お
い
て
、
第
一
章
で
述

べ
た
「
譬
喩
歌
」
に
お
け
る
縁
語
群
が
、
い
か
に
掛
詞
の
修
辞
と
し
て
の
定
着
に
関
係
し
て
い
る
か
、
掛

詞
式
序
詞
と
も
絡
め
て
考
察
し
た
。
万
葉
集
の
序
詞
形
式
の
歌
の
中
に
、
同
音
異
義
の
掛
詞
を
連
結
語
に

持
つ
も
の
が
僅
か
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
後
に
掛
詞
の
修
辞
と
し
て
定
着
し
て
い
く
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
が
、
万
葉
集
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
掛
詞
式
序
詞
は
、
地
名
に
掛
か
る
も
の
を
除
外
す
る
と
、
ご

く
僅
か
に
し
か
詠
わ
れ
て
い
な
い
。
掛
詞
が
修
辞
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
時
代
に
は
、
掛
詞
式
序
詞
も

ま
た
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
定
着
し
て
い
く
流
れ
に
は
、
歌
い
た
い
内
容
を

隠
し
て
表
現
す
る
暗
喩
の
歌
、
つ
ま
り
「
譬
喩
歌
」
の
発
達
が
関
連
し
て
く
る
。「
譬
喩
歌
」
の
表
現
構
造
、

用
語
は
、
同
音
異
義
語
を
用
い
た
序
詞
形
式
の
歌
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
構
造
を
分
析
し
た

結
果
、
掛
詞
式
序
詞
か
ら
平
安
期
の
掛
詞
へ
と
展
開
す
る
流
れ
の
中
に
お
い
て
、「
譬
喩
歌
」
が
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
三
章
「
物
名
歌
と
誹
諧
歌
」
で
は
、
古
今
集
巻
十
の
歌
々

に
用
い
ら
れ
て
い
る
掛
詞
技
法
の
一
つ
、
物
名
歌
の
考
察
を
行
っ
た
。
物
名
歌
は
、
古
今
集
の
構
成
や
表

現
か
ら
し
て
、巻
十
九
の
誹
諧
歌
と
対
を
成
す
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。実
際
そ
れ
ら
は
晴
に
対
す
る
褻
、

漢
詩
の
影
響
を
受
け
た
当
代
的
歌
に
対
す
る
、
万
葉
集
の
宴
歌
に
見
る
古
代
的
歌
、
と
い
っ
た
、
対
照
的

性
質
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
物
名
と
い
う
技
法
が
用
い
ら
れ
る
歌
を
、
古
今
集
以
外
の
私
家

集
や
散
文
か
ら
探
し
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
古
今
集
誹
諧
歌
が
持
つ
性
質
を
有
す
る
も
の
ば
か
り

で
、
物
名
歌
と
誹
諧
歌
は
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
古
今
集
撰
者
が
本
来
同
根
の

歌
々
を
、
古
今
集
へ
の
採
録
に
あ
た
り
対
照
的
性
質
を
捉
え
て
選
り
分
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

資
料
篇
「
序
詞
一
覧
」
で
は
、
万
葉
集
、
古
今
和
歌
集
、
後
撰
和
歌
集
、
拾
遺
和
歌
集
の
序
詞
を
挙
げ

た
。
序
詞
の
認
定
方
法
は
、
一
首
の
中
で
文
脈
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
序
詞
自
体



の
音
節
数
は
問
わ
な
い
。
枕
詞
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
ま
だ
議
論
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
来
の
枕
詞
が
文

脈
の
切
り
替
え
を
目
指
し
た
修
辞
で
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
切
り
替
え
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。

序
詞
部
分
と
本
旨
の
転
換
の
方
法
に
よ
っ
て
分
類
を
行
っ
た
。本
論
に
お
け
る
分
類
方
法
と
は
異
な
る
が
、

「
比
喩
式
・
掛
詞
式
・
同
（
類
）
音
反
復
式
・
同
（
類
）
音
反
復
及
び
比
喩
式
・
連
結
語
無
し
」
の
五
種

で
あ
る
。
ま
た
、
一
首
の
中
に
二
度
文
脈
の
転
換
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、「
二
重
の
序
」
と
し
て
扱
い
、
連

結
方
法
を
両
方
と
も
記
載
し
て
あ
る
。
本
論
は
万
葉
集
か
ら
平
安
和
歌
の
修
辞
史
に
お
け
る
序
詞
の
位
置

づ
け
や
変
化
を
追
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
短
歌
主
流
の
平
安
期
序
詞
と
の
比
較
が
難
し
い
万

葉
集
長
歌
の
序
詞
は
一
覧
か
ら
外
し
て
あ
る
。 

    


