
万葉のジェンダー論

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
特
集
・
方
法
論
の
検
証
ｌ
古
代
文
学
の
「
読
み
」
を
保
証
す
る
も
の

河
添
房
江
「
性
と
文
化
の
源
氏
物
語
ｌ
書
く
女
の
誕
生
』
は
次
の
よ
う

な
言
葉
で
始
ま
る
。
「
源
氏
研
究
の
現
在
の
潮
流
の
ひ
と
つ
が
、
ジ
エ
ン

ダ
ー
批
評
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
男
女
の
文
化
的
、
社
会
的
、
歴

史
的
な
性
差
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
男
女
の
生
物
学
的
な
差
異
に
対
し

て
、
後
天
的
な
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
に
、
と
き
に
権
力
的
に
作
用
し
て
作
ら

（１１）

れ
た
性
差
の
こ
と
で
あ
る
。
」
王
朝
物
語
研
究
は
、
こ
、
フ
し
た
言
説
が
示

す
よ
う
に
、
常
に
時
代
の
先
端
的
な
批
評
と
切
り
結
び
、
現
在
と
い
う
状

況
に
対
し
て
も
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
る
。
翻
っ
て
、
万
葉
研
究
史
を
み
る

と
山
脈
に
も
た
と
え
ら
れ
る
長
い
蓄
積
を
誇
る
せ
い
か
、
こ
れ
ま
で
構
造

主
義
と
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
も
無
縁
に
や
り
過
ご
し
て
き
た
。
学
問
・
研

究
と
は
時
代
の
状
況
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
、
フ
わ
け
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
流
行
の
西
欧
思
想
の
枠
組
み
だ
け
を
観
念
的
に
適
用
し
て

も
い
ず
れ
甑
嬬
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
先
行
研
究
を
誠
実
に
継
承

す
る
だ
け
で
は
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
開
け
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

か
っ
て
、
こ
の
論
文
の
筆
者
が
提
起
し
た
大
伴
家
持
同
性
愛
説
（
「
万

葉
の
『
交
友
」
ｌ
大
伴
家
持
と
同
性
愛
」
）
に
対
す
る
反
論
（
反
感
）

万
葉
の
ジ
エ
ン
ダ
ー
論

は
じ
め
に

ｌ
そ
の
批
判
的
検
証
を
通
し
て
Ｉ

は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
思
う
に
、
こ
う
し
た
人
々
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

ー
コ
ー
の
『
性
の
歴
史
」
も
イ
ブ
。
Ｋ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
「
男
同
士
の

絆
』
も
読
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
察
す
る
に
、
万
葉
集
を
研
究
す
る
上

で
西
欧
の
理
論
な
ど
お
よ
そ
参
照
す
る
に
値
し
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
か

え
っ
て
有
害
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
ホ

モ
セ
ク
シ
ャ
ル
と
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
概
念
の
区
別
す
ら
つ
い
て
い
な
い

と
思
う
。
こ
の
二
つ
の
概
念
を
混
同
し
た
ま
ま
、
後
期
万
葉
、
と
り
わ
け

そ
の
宴
席
歌
、
さ
ら
に
絞
れ
ば
家
持
と
池
主
の
漢
文
書
簡
と
歌
の
贈
答
の

問
題
は
論
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
現
在
の
私
の
率
直
な
心
境
で
あ

つ（》○な
お
、
王
朝
物
語
研
究
に
お
け
る
ジ
エ
ン
ダ
ー
批
評
の
推
進
者
の
ひ
と

り
で
あ
る
小
嶋
菜
温
子
は
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
の
「
交
友
」
論
争
を
横
目
で

見
な
が
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
を
つ
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。

ヨ
万
葉
集
」
に
あ
る
家
持
の
歌
に
男
色
を
読
む
か
読
ま
な
い
か
の
議
論
が

あ
り
ま
す
。
実
体
的
な
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
の
有
無
は
確
か
め
よ
う
が

な
い
か
ら
い
い
と
し
て
、
男
同
士
の
ホ
モ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
関
係
を

読
み
こ
む
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
家
持
の
歌
の
価
値
が
下
落
す

（２）

る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」

呉

哲

男
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こ
の
歌
が
難
解
で
あ
る
の
は
「
童
女
は
な
り
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
、
わ

れ
わ
れ
の
目
か
ら
は
男
性
に
も
女
性
に
も
見
え
る
、
男
か
女
か
見
分
け
が

奈
良
朝
の
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
を
考
え
る
上
で
、
以
下
の
二
つ
の
タ
イ
プ

を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
同
族
・
姻
戚
関
係
を
前

提
に
身
分
の
上
下
関
係
を
超
え
た
、
比
較
的
対
等
な
関
係
で
、
い
わ
ゆ
る

文
人
「
交
友
」
の
発
展
し
た
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
身
分
の
上
下
関
係
が

は
っ
き
り
し
て
い
て
、
絶
対
的
な
主
従
関
係
を
前
提
に
一
方
的
に
関
係
を

せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
者
の
タ
イ
プ
を
万
葉
集
の
中
か
ら
見
て

み
よ
う
。
一
般
に
、
寺
院
に
お
け
る
同
性
愛
、
い
わ
ゆ
る
稚
児
愛
は
平
安

時
代
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
僧
院
と
い
う
同
性
だ
け
の

閉
鎖
的
空
間
の
特
殊
事
情
を
考
え
れ
ば
、
仏
教
が
制
度
化
さ
れ
て
以
来
の

も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
秘
め
ら
れ
が
ち
な
関
係
で

あ
る
だ
け
に
表
現
と
し
て
も
は
っ
き
り
と
は
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。
次
の

歌
な
ど
も
一
読
晦
渋
で
あ
る
。

古
歌
に
曰
く

う
な
ゐ
は
な
．
り

橘
の
寺
の
長
屋
に
わ
が
率
寝
し
童
女
放
髪
は
髪
上
げ
つ
ら
む
か

右
の
歌
は
、
椎
野
連
長
年
脈
て
曰
く
「
そ
れ
寺
家
の
屋
は
俗
人
の

寝
る
処
に
あ
ら
ず
。
ま
た
若
冠
の
女
を
称
ひ
て
放
髪
卯
と
い
ふ
。

然
ら
ば
腹
句
已
に
放
髪
卯
と
い
へ
れ
ば
、
尾
句
に
重
ね
て
著
冠
の

辞
を
云
ふ
く
か
ら
ざ
る
か
」
と
い
へ
り
。
（
以
下
省
略
）

（
巻
十
六
・
三
八
一
三
）

こ
れ
に
よ
る
と
僧
侶
は
、
「
童
子
」
を
従
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
「
供
侍
」
の
内
容
、
す
な
わ
ち
童
子
の
日
常
的
な
役
割
は
、
主
人
で

あ
る
僧
の
身
辺
の
雑
用
係
り
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
僧
侶
が
仏
事
な
ど
の
公

的
な
場
に
出
仕
す
る
時
や
、
ハ
レ
の
儀
式
に
臨
む
時
な
ど
は
、
威
儀
を
正

（４）

し
て
行
列
に
従
う
役
割
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
寺
院
社
会
と
い
う

閉
鎖
的
な
世
界
に
せ
っ
せ
と
童
子
が
供
給
さ
れ
、
組
織
の
い
わ
ば
下
部
構

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
代
わ
り
と
い
う
か
、
僧
侶
に
は

次
の
よ
う
な
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
．
こ
の
「
童
女
」
は
稚
児
で
あ
る
か
ら
生
理
的

（３）

に
は
男
で
あ
る
が
、
僧
侶
の
性
愛
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
点
、
髪
型
や
化

粧
や
眉
を
作
る
な
ど
女
装
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
女
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
童
女
」
が
声

変
わ
り
す
る
前
の
ひ
げ
も
は
え
て
い
な
い
美
少
年
で
あ
っ
た
と
想
像
す
れ

ば
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
中
性
的
で
す
ら
あ
る
。

寺
院
の
世
界
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
世
俗
の
異
性
は
禁
制
の
対
象
で

あ
る
。
僧
尼
令
（
十
二
に
、

凡
そ
僧
は
、
近
親
郷
里
に
、
信
心
の
童
子
を
取
り
て
、
供
侍
す
る
こ

ゆ
る

と
を
聴
せ
。
年
十
七
に
至
り
な
ば
、
各
本
色
に
還
せ
。
…
…
。
（
僧

尼令六）

凡
そ
寺
の
僧
房
に
婦
女
を
停
め
、
尼
房
に
男
夫
を
停
め
て
、
一
宿
以

上
経
た
ら
ば
、
其
の
所
由
の
人
、
十
日
苦
使
。
…
…
。
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造
が
支
え
ら
れ
る
し
く
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
一
方
で
こ

の
世
界
は
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ャ
ル
（
異
性
愛
）
の
禁
止
さ
れ
た
完
壁
な
ホ
モ

ソ
ー
シ
ャ
ル
体
制
で
あ
る
た
め
に
、
童
子
の
身
体
は
僧
の
性
的
も
し
く
は

美
的
対
象
と
し
て
発
見
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
師
た
る
僧
に
寵
愛
さ
れ

た
童
子
は
特
に
「
稚
児
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

右
に
引
用
し
た
万
葉
歌
に
即
し
て
見
て
い
く
と
、
こ
の
歌
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
詠
み
手
で
あ
る
僧
が
時
の
経
過
に
感
慨
を
催
す
と
こ
ろ
と
、
「
童
女
」

の
髪
に
執
着
す
る
二
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
「
わ
が
率
寝
し
」
の
表
現
に
は
、

相
愛
の
男
女
が
共
寝
す
る
様
子
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
身
分
の
上
の
者

（
僧
）
が
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
強
引
に
「
寺
の
長
屋
」
へ
「
童
女
」
を

引
き
入
れ
た
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
。
次
句
の
「
童
女
は
な
り
は
髪
上
げ

つ
ら
む
か
」
の
感
慨
は
、
僧
尼
令
（
六
）
に
「
年
十
七
に
至
り
な
ば
、
各

本
色
に
還
せ
。
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
「
童
子
」
は
大
人
で
も
子
供

で
も
な
い
少
年
と
い
う
境
界
的
な
身
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
寺
院
に
お
い

て
そ
の
存
在
が
公
的
に
認
め
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
の
流

れ
は
あ
る
意
味
で
は
残
酷
で
あ
る
。
一
定
の
年
齢
に
達
す
る
と
稚
児
と
し

て
の
美
し
さ
が
衰
え
た
り
、
声
変
わ
り
し
た
り
し
て
成
人
に
達
し
た
と
み

な
さ
れ
る
に
至
り
、
か
く
し
て
童
子
は
用
済
み
と
ば
か
り
に
世
俗
の
社
会

へ
と
出
さ
れ
た
ら
し
い
。
む
ろ
ん
、
す
べ
て
の
童
子
が
稚
児
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
得
度
し
て
自
ら
僧
に
な
る
者
も
、
元
服
し
て
貴
族
社
会
に

復
帰
す
る
子
弟
も
い
た
。
し
か
し
性
愛
の
対
象
と
さ
れ
た
童
子
の
行
く
末

の
悲
惨
さ
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
も
う
髪
上
げ
し
て
結

婚
で
も
し
た
ろ
う
か
」
と
い
、
７
表
現
は
悪
意
の
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア

だ。髪
へ
の
執
着
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
中
世
の
稚
児
物
語
の
文
脈
の
中

万
葉
集
の
中
で
大
伴
家
持
と
大
伴
池
主
と
い
う
同
族
が
身
分
の
上
下
関

係
を
超
え
て
文
人
「
交
友
」
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
奈
良
朝
の
ホ
モ
セ
ク

シ
ャ
ル
な
感
情
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
際
、
は
じ

め
に
触
れ
た
よ
う
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
と
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
概
念
は
区

別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
い

、
フ
批
評
概
念
の
提
唱
者
で
あ
る
イ
ブ
。
Ｋ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
『
男
同
士

の
絆
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
紹
介
し
た
大
橋
洋
一
の
解
説
を
す
こ
し
長
く

（６）

な
る
が
引
用
し
て
お
こ
、
フ
。

な
お
、
左
注
で
椎
野
連
長
年
が
的
を
は
ず
し
た
講
釈
を
し
て
い
る
の

は
、
「
童
女
」
が
稚
児
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
た
上
で
、
あ
え
て
ま
ぜ
か

え
し
て
い
る
と
見
る
の
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（５）

で
、
田
中
貴
子
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

稚
児
の
描
写
に
は
し
ば
し
ば
髪
に
つ
い
て
の
記
述
が
目
に
つ
く
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
単
に
姿
や
風
情
を
愛
で
る
だ
け
で
は
な
く
、
髪
と

い
う
具
体
的
な
「
モ
ノ
」
へ
の
執
着
心
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ

れ
は
女
性
の
場
合
と
同
じ
く
、
髪
へ
の
愛
着
を
語
る
こ
と
で
、
髪
の

持
ち
主
へ
の
性
的
関
心
を
吐
露
す
る
行
為
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
は
、
社
会
に
お
け
る
同
性
ど
う
し
の
人
間
関
係

の
こ
と
で
、
男
性
関
係
、
女
性
関
係
の
ど
ち
ら
を
も
意
味
し
う
る
。

け
れ
ど
も
分
析
の
道
具
と
し
て
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
概
念
は
、
男
性

一一
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読
ま
れ
る
よ
壷
７
に
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
の
謂
い
で

は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ブ
。
Ｋ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
自
身
『
男
同
士
の
絆
』

の
テ
ク
ス
ト
分
析
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
『
ヴ
ェ

ニ
ス
の
商
人
』
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
」
の
中
に
横
溢
す
る
同
性
愛
的
感
情
の

ど
う
し
の
関
係
に
限
ら
れ
る
。
父
権
制
社
会
の
中
心
的
維
持
装
置
と

い
え
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
概
念
は
ふ
た
つ
の
奇
妙
な
前
提
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
。
「
同
性
愛
恐
怖
」
と
「
女
性
嫌
悪
」
で
あ
る
。

「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
は
「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
の
謂
で
は
な

い
。
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
は
基
本
的
に
異
性
愛
体
制
で
あ
り
、
異
性
愛

を
維
持
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
異
性
愛
を
尊

重
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
女
性
の
交
換
と
流
通
に
よ

っ
て
男
性
関
係
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
結
婚
は
、

男
ど
う
し
の
親
密
な
関
係
を
つ
づ
け
る
口
実
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
結

婚
は
男
ど
う
し
の
親
密
な
関
係
を
切
り
裂
く
危
険
な
女
性
の
存
在
を

体
制
内
に
回
収
す
る
制
度
と
な
る
。
結
婚
の
背
後
に
は
女
性
嫌
悪
が

存在する。

ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
な
読
解
に
従
え
ば
、
結
婚
を
促
す
こ
と
は
同

性
愛
的
関
係
の
解
消
で
は
な
く
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
男
性
関
係
の

強
化
と
な
る
。
く
り
か
え
せ
ば
、
結
婚
は
、
男
性
の
絆
を
切
り
裂
き

か
ね
な
い
危
険
な
女
性
を
父
権
制
へ
と
回
収
し
男
性
関
係
を
強
化
す

る
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
的
に
異
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め

ら
れ
た
男
性
か
ら
成
立
す
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
関
係
を
、
同
性
愛
と

い
う
汚
名
か
ら
守
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ホ
モ
ソ
ー

シ
ャ
ル
関
係
は
結
婚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

摘
出
に
意
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ

ル
と
い
う
概
念
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
と
い
う
概
念
に
近
づ
け
る
危
険
を
冒

（７）

し
た
方
が
生
産
性
が
高
い
の
だ
。
」
と
い
え
る
。

大
橋
洋
一
の
要
約
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
批
評
理
論
の
適
用
に

最
も
有
効
で
あ
る
と
思
え
る
の
が
、
中
国
文
学
に
つ
き
も
の
の
「
友
情
」

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
中
国
の
古
代
・
中
世
社
会
は
完
壁
な
父
権
制
社
会

で
あ
り
、
律
令
体
制
の
も
と
で
男
同
士
が
相
互
に
緊
密
な
関
係
を
保
ち
な

が
ら
秩
序
の
維
持
を
は
か
る
社
会
で
あ
っ
た
。
文
人
貴
族
と
呼
ば
れ
も
す

る
彼
等
秀
才
官
僚
た
ち
は
、
ど
こ
か
で
政
治
的
利
害
関
係
を
一
致
さ
せ
つ

つ
、
詩
文
の
交
換
と
い
う
文
学
的
営
為
を
通
し
て
、
生
涯
変
わ
ら
ぬ
篤
い

友
情
を
交
わ
し
合
う
仲
で
あ
っ
た
。
男
同
士
の
揺
る
ぎ
な
い
絆
を
実
現
さ

せ
る
た
め
の
細
や
か
な
気
遣
い
は
『
文
選
』
の
「
贈
答
」
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
に
結
晶
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
作
品
群
を
支
え
る
「
友
情
」
と
い
う

概
念
自
体
が
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
理
論
に
あ
っ
て
は
男
同
士
の
隠
微
な
関

係
の
隠
蔽
装
置
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
恐
ら
く
今
後
、
中
国
文
学
の

若
手
研
究
者
に
よ
っ
て
従
来
の
漢
詩
文
の
全
面
的
な
見
直
し
が
は
じ
ま
る

だろう。
そ
う
な
れ
ば
、
比
較
文
学
的
な
方
法
に
よ
る
影
響
関
係
の
指
摘
、
た
と

え
ば
謝
霊
運
と
謝
恵
連
の
詩
の
贈
答
の
影
響
を
受
け
て
、
家
持
と
池
主
の

詩
文
贈
答
が
成
立
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
指
摘
で
、
大
伴
家
持
同
性
愛
説

の
反
証
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
理
論
の
読
解
に
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も

中
国
詩
文
の
基
底
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
越
境
と
し
て
の
「
雲
童
詩
」
（
『
玉

台
新
塗
巻
七
、
簡
文
帝
）
が
浸
透
し
て
い
る
と
見
た
ほ
う
が
分
か
り
や

す
い
の
で
は
な
い
か
。
播
岳
の
美
男
ぶ
り
が
も
て
は
や
さ
れ
た
意
味
は
何
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こ
の
詩
は
、
「
婆
童
詩
」
に
属
し
、
安
陵
君
と
竜
陽
君
の
同
性
愛
の
素

晴
ら
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
「
手
携
は
り
て
」

（
巻
八
・
一
六
二
九
、
巻
十
七
・
四
○
○
七
、
巻
十
九
・
四
一
七
七
）
は

家
持
が
好
ん
で
用
い
た
言
葉
で
あ
る
。
「
携
手
」
の
句
は
、
『
文
選
』
や

『
芸
文
類
聚
』
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
表
現
で
あ
り
、
比
較
文

学
研
究
の
一
般
的
な
理
解
と
し
て
は
「
「
手
を
携
え
て
遊
ぶ
』
こ
と
が
交

（８）

友
を
表
現
す
る
一
つ
の
様
式
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
親
し
い
友
と

行
動
を
共
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
友
情
の
深
さ
を
示
す
」
こ
と
だ
と
す

（９）

る
理
解
が
支
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
理
論
に
よ
れ

ば
「
友
情
の
深
さ
を
示
す
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
中
に
ホ
モ
セ
ク
シ

ャ
ル
な
感
情
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
白
居
易
と
元
槇
の
生
涯
変

わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
友
情
と
い
っ
た
個
別
的
な
問
題
で
は
な
く
、
女
性

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
疎
外
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
社
会
体
制
そ
の
も
の
が

孕
む
感
情
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
感
情
を
背
負
う
中
国
文
学
の
「
贈
答
」
の
世
界
と
、
万
葉
の

「
贈
答
」
の
世
界
は
本
来
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
恋
愛
相
聞
の
具
た

る
和
歌
の
中
に
中
国
文
人
詩
の
世
界
を
最
初
に
導
入
し
た
の
が
大
伴
旅
人

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
家
持
の
世
代
に
な
っ
て
新
た
な
感
情
の
症
候
と
し
て

現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
理
解
で
あ
る
。

か
。
た
と
え
ば
、
玩
籍
が
男
色
を
詠
ん
だ
有
名
な
「
詠
懐
詩
」
の
一
首

（
『
文
選
』
巻
二
三
、
『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）
の
中
に
、
次
の
句
が
あ
る
。

宿 携
昔 手
同 等
衾 歓
裳 愛

手
を
携
へ
て
歓
愛
を
等
し
く
し

宿
昔
衾
裳
を
同
じ
く
す

大
伴
家
持
同
性
愛
説
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
、
家
持
と
池
主
の
越
中

で
の
交
流
を
、
六
朝
詩
学
理
論
の
応
用
と
い
う
立
場
か
ら
読
も
う
と
す

る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
は
わ
ざ
わ
ざ
中
国
文
学
と
の
比
較
を
す
る
ま
で
も

な
く
、
万
葉
集
の
表
現
内
部
の
検
証
か
ら
反
証
可
能
と
い
う
立
場
が
あ

る
。
こ
れ
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
、
ほ
と
と
ぎ
す
や
眺
望

と
い
っ
た
景
を
め
ぐ
っ
て
の
文
学
的
交
流
と
し
て
読
も
う
と
す
る
も
の
で

（旧）
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
起
居
相
聞
」
の
系
譜
を
た
ど
れ
ば
、
親
戚
縁
者
、
兄

弟
姉
妹
と
い
っ
た
親
密
な
間
柄
の
者
が
、
恋
歌
的
表
現
を
と
る
こ
と
で
日

常
の
様
子
を
尋
ね
合
う
の
は
、
む
し
ろ
は
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
す

（Ⅱ）

る
説
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
係
わ
る
範
囲
で
こ
う
し
た
諸
説

に
概
括
的
に
触
れ
、
反
批
判
の
契
機
と
し
た
い
。
王
朝
和
歌
の
研
究
者
で

あ
る
近
藤
み
ゆ
き
は
、
「
和
歌
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
題
す
る
論
で
次
の
よ

（旧）

う
に
述
べ
る
。

（
九
○
年
代
に
文
化
批
評
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
定
着
す
る
中

で
）
同
じ
時
期
、
和
歌
の
分
野
で
活
発
化
し
た
の
が
「
女
歌
」
論
で

あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
に
お
い
て
、
「
女
歌
」
は
た
び
た
び

テ
ー
マ
と
な
り
、
折
口
以
来
の
第
二
展
開
期
と
も
い
、
フ
ベ
き
、
こ
の

九
○
年
代
に
お
け
る
議
論
の
再
燃
は
、
鈴
木
日
出
男
の
『
古
代
和
歌

史
論
』
に
収
め
ら
れ
た
一
連
の
女
歌
論
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

す
な
わ
ち
、
新
し
い
文
化
批
評
の
導
入
と
し
て
と
い
う
よ
り
、
「
女

歌
」
論
と
い
う
本
来
的
な
和
歌
の
課
題
が
深
め
ら
れ
る
過
程
で
、
ジ

三
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こ
の
指
摘
で
私
が
注
目
す
る
の
は
、
「
女
郎
花
」
が
男
を
詠
み
手
と
す

る
女
性
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
、
フ
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
景
物
表
現
に
お
い
て
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
の
読

み
直
し
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
以

下
の
事
柄
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
越
中
守
と
な
っ
て
単
身
で

任
地
に
赴
い
た
家
持
は
、
そ
こ
で
池
主
と
の
運
命
的
な
再
会
を
果
た
す
こ

と
に
な
る
。
そ
の
直
後
か
ら
、
二
人
の
間
で
は
漢
文
に
よ
る
贈
答
書
簡
と

、フな問題提起をおこな、フ。

右
の
よ
う
な
和
歌
研
究
史
の
お
さ
ら
い
を
し
た
上
で
、
近
藤
は
次
の
よ

人
事
の
核
を
な
す
概
念
で
あ
り
、
人
事
と
自
然
の
融
合
を
特
色
と
す

る
古
今
集
に
は
じ
ま
る
王
朝
和
歌
の
「
こ
と
ば
」
は
、
現
代
の
我
々

の
認
識
を
は
る
か
に
超
え
て
、
性
差
の
意
味
性
に
満
ち
た
も
の
だ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
男
性
性
に
対
し
て
女
性
性
を
属
性
と
す
る
喰
と
し

て
容
易
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
「
女
郎
花
」
で
あ
ろ
う
。
艶
で
、
誘
惑

的
な
花
と
詠
ま
れ
る
女
郎
花
が
女
性
を
属
性
と
す
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
職
の
よ
み
手
が
あ
く
ま
で
も
男

性
で
あ
り
、
平
安
期
を
通
し
て
、
女
性
は
特
別
の
場
合
以
外
こ
れ
を

よ
ま
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
女
性
と
い
う
よ
り
、

男
性
の
視
点
が
と
ら
え
た
女
性
性
の
反
映
と
理
解
す
る
の
が
正
確
で

あ
る
わ
け
で
あ
る
。

エ
ン
ダ
ー
批
評
の
ゆ
る
や
か
な
影
響
が
続
い
た
、
と
い
う
の
が
、
こ

の
時
期
の
和
歌
研
究
で
の
、
独
自
な
展
開
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
は
、
実
は
、
す
で
に
丸
山
隆
司

が
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
理
論
に
よ
り
つ
つ
、
独
自
に
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
詳
細
は
原
文
に
あ
た
っ
て
も
ら
》
フ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
結
論

（旧）

的
な
部
分
の
み
を
引
用
し
て
お
く
。

詩
歌
の
応
酬
が
矢
継
ぎ
早
に
交
わ
さ
れ
、
万
葉
集
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
男

同
士
の
「
交
友
」
を
中
心
と
し
た
越
中
文
学
圏
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
宴
席
で
の
贈
答
が
こ
の
「
女
郎
花
」
を
め

ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。

…
…
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
と
言
う
語
は
、
お
お
む
ね
ヲ
ミ
ナ
・
へ
シ
と
分
節

さ
れ
る
。
ヲ
ミ
ナ
に
「
娘
子
・
姫
・
佳
人
・
美
人
」
な
ど
と
表
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
花
は
、
そ
の
命
名
に
お
い
て
、
す
で
に
女

性
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）

（
三
九
四
三
・
三
九
四
四
）
の
、
フ
た
は
、
と
も
か
く
相
手
を
男
（
Ｍ

Ａ
Ｎ
）
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
と
い
う
女
性
性
を
媒
介
に
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
記
号
化
さ
れ
た
女
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
肉
体
を
も
た
な
い
女
性
性
（
ｇ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
）
な
の
だ
。
記

八
月
七
日
の
夜
に
、
守
大
伴
宿
禰
家
持
の
館
に
集
ひ
て
宴
せ
る
歌

秋
の
田
の
穂
向
き
見
が
て
り
わ
が
背
子
が
ふ
さ
手
折
り
け
る
女
郎
花

かも

家
持
（
巻
十
七
・
三
九
四
三
）

女
郎
花
咲
き
た
る
野
辺
を
行
き
め
ぐ
り
君
を
思
ひ
出
た
も
と
ほ
り
来

ぬ
池
主
（
巻
十
七
・
三
九
四
四
）
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こ
こ
で
丸
山
が
析
出
し
た
大
文
字
の
「
男
」
が
、
奈
良
朝
の
律
令
官
人

に
よ
る
政
治
的
支
配
体
制
の
中
の
不
可
視
の
制
度
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
（
景
物
）
の
表
現
が
こ
』
フ
し
た
政
治
性
と
無
縁

な
場
所
で
営
ま
れ
る
と
見
る
の
は
、
あ
ま
り
に
楽
天
的
な
文
学
観
で
あ
る

、『“ノ。

一
方
、
飯
田
勇
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
注
目
す
べ

（旧）

き
問
題
提
起
を
試
み
て
い
る
。
私
が
飯
田
の
論
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
た

と
え
ば
、
万
葉
の
「
ま
す
ら
を
」
像
が
本
来
的
な
語
義
を
は
な
れ
て
律
令

体
制
に
特
有
の
変
容
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
い
っ
た
指
摘
で
あ
る
。
古
層

の
「
ま
す
ら
を
」
と
は
、
男
が
男
ら
し
さ
と
い
う
優
位
性
を
保
つ
た
め

に
、
積
極
的
に
恋
を
し
て
い
か
に
多
く
の
女
を
獲
得
し
た
か
を
誇
る
こ
と

で
あ
っ
た
の
が
、
律
令
体
制
下
で
は
そ
こ
に
否
定
的
な
意
味
が
付
加
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
男
女
の
恋
よ
り
も
、
男
（
律
令
官

人
）
同
士
の
連
帯
を
優
先
す
る
論
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

号
化
さ
れ
た
女
Ⅱ
女
性
性
（
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
）
を
愛
で
る
も
の
、
そ
れ

は
男
（
Ｍ
Ａ
Ｎ
）
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
歌
い
手
と
相
手
の
性
と
の

目
ま
ぐ
る
し
い
転
換
を
さ
せ
な
が
ら
、
じ
つ
は
男
ど
う
し
の
絆
を
歌

っ
て
い
る
の
だ
。
（
中
略
）
家
持
の
、
越
中
に
お
け
る
官
人
た
ち
と

の
交
流
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
男
ど
う
し
の

「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ア
ル
」
な
関
係
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い

い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
も
う
ひ
と
り
の
、
〈
家
持
〉
を
発
見
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
す
ら
を
や
片
恋
ひ
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
ま
す
ら
を
な
ほ
恋
ひ
に

こ
う
し
た
歌
を
見
て
ゆ
く
と
、
「
ま
す
ら
を
」
の
ふ
る
ま
い
は
限
り
な

く
「
た
わ
や
め
」
の
領
域
を
侵
食
し
て
い
る
よ
、
７
だ
。
こ
れ
で
は
「
た
わ

や
め
」
の
居
場
所
は
ど
こ
に
確
保
さ
れ
る
の
か
。
官
人
社
会
か
ら
女
性
性

が
排
除
さ
れ
て
い
る
逆
説
的
な
例
で
も
あ
る
。

律
令
社
会
で
は
、
男
同
士
の
絆
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
た
め
に

は
、
男
は
み
な
同
質
の
非
性
的
な
身
体
と
し
て
宮
廷
に
参
加
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
女
と
恋
を
す
る
「
ま
す
ら
を
」
は
蔑
視
の
対

象
と
な
る
。
家
持
と
池
主
の
交
友
が
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
の
傾
向
を
帯
び
る

の
も
必
然
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
同
質
の
非
性
的
な
身
体
と
し
て
見
出
さ
れ

る
と
い
う
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
伴
う
感
情
表
現
も

ま
た
非
性
的
な
傾
向
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
恋
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
恋
情
表
出
の
語
も
非
性
的
な
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な

こ
と
ば
と
し
て
改
め
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
る
と
、
高
野
正
美
が
力
説
す
る
「
起
居
相
聞
」
の
論
も
、
そ
れ

自
体
と
し
て
異
議
は
な
い
が
、
大
伴
家
持
同
性
愛
説
の
反
証
に
な
り
う
る

か
と
い
え
ば
、
そ
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。

け

り

（

巻

二

・

二

七

）

ま
す
ら
を
も
か
く
恋
ひ
け
る
を
た
わ
や
め
の
恋
ふ
る
情
に
比
ひ
あ
ら

め
や
も

（巻四・五八二）

ま
す
ら
を
の
聡
き
心
も
今
は
無
し
恋
の
奴
に
わ
れ
は
死
ぬ
べ
し

（巻十二・二九○七）

・
・
こ
の
場
合
に
も
恋
歌
的
な
雰
囲
気
は
漂
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
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親
交
の
深
い
関
係
で
あ
れ
ば
、
同
性
や
親
子
、
兄
弟
姉
妹
で
も
恋
歌
的

表
現
の
や
り
と
り
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
の
恋
愛
関
係
と
は
無
関

係
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
、
フ
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か

わ
る
こ
と
ば
が
非
性
的
な
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
意
味
に
変
容
し
て
「
本
来
の

用
法
を
離
れ
て
用
い
ら
れ
て
」
き
て
い
る
以
上
、
高
野
の
主
張
す
る
よ
う

な
論
旨
が
成
り
立
つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
家
持

と
池
主
の
間
に
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
な
感
情
が
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
は

な
ら
な
い
。
家
持
は
後
世
の
読
者
の
誤
解
を
あ
ら
か
じ
め
防
ぐ
た
め
に

も
、
題
詞
か
左
注
に
ひ
と
こ
と
起
居
相
聞
の
歌
で
あ
る
と
の
こ
と
わ
り
を

入
れ
て
お
け
ば
無
用
の
混
乱
は
さ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
、
フ
し
た
表

記
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
の
だ
。

ら
し
て
、
起
居
相
聞
歌
も
親
密
な
関
係
に
あ
っ
て
は
、
親
交
を
深
め

る
表
現
は
恋
歌
の
そ
れ
と
質
的
に
近
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め

に
、
し
ば
し
ば
女
性
に
な
ぞ
ら
え
て
の
表
現
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
き

た
。
家
持
と
池
主
の
恋
歌
風
の
贈
答
も
こ
う
し
た
起
居
相
聞
の
動
向

に
沿
っ
て
詠
み
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
、
辰
巳
氏
の
い
、
フ
よ
う
に
中
国

文
人
の
交
友
観
を
共
有
し
て
の
文
人
気
取
り
で
の
贈
答
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
起
居
相
聞
歌
に
見
ら
れ
る
イ
モ
・
セ
の
呼
称
の
多
く
は
本

来
の
用
法
を
離
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
特
殊
な
こ
と

ば
を
用
い
る
こ
と
で
親
密
な
人
間
関
係
の
構
築
を
は
か
り
、
親
交
を

深
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
…
…
青
木
生
子
氏
は
家
持
と
池

主
に
就
い
て
、
「
恋
歌
の
伝
統
の
表
現
を
内
包
し
つ
つ
、
交
友
の
情

を
尽
く
す
表
現
を
成
立
さ
せ
て
い
る
」
と
い
い
、
特
に
女
性
の
立
場

（旧）

や
心
情
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

注
（
１
）
王
朝
物
語
文
学
研
究
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
関
す
る
言
説
と
し
て

は
、
河
添
の
ほ
か
に
神
田
龍
身
、
小
嶋
菜
温
子
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
２
）
小
嶋
菜
温
子
、
高
橋
亨
、
土
方
洋
一
『
物
語
の
千
年
』

（
３
）
最
近
、
万
葉
集
の
巻
十
六
の
物
語
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
の
多

い
古
橋
信
孝
は
こ
の
「
童
女
」
を
稚
児
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
詳
し
く
は
ふ
れ
て
い
な
い
（
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
で
の

発
言
）
。
ま
た
、
稚
児
の
歌
と
い
、
フ
解
釈
は
採
用
し
て
い
な
い
が
、

影
山
尚
之
に
弓
橘
の
寺
の
長
屋
』
と
『
橘
の
照
れ
る
長
屋
」
」
の
論

が
あ
る
含
美
夫
君
志
』
第
六
十
一
号
）
。

（
４
）
土
谷
恵
「
中
世
寺
院
の
児
と
童
舞
」
季
刊
『
文
学
』
一
九
九
五
年

冬
号
。
な
お
、
同
誌
の
座
談
会
「
日
本
文
学
に
お
け
る
男
色
」
を
参

考にした。

（
５
）
田
中
貴
子
「
稚
児
と
僧
侶
の
恋
愛
」
『
性
愛
の
日
本
中
世
』

（
６
）
大
橋
洋
一
「
ホ
モ
フ
ォ
ヴ
ィ
ア
の
風
景
」
季
刊
『
文
学
』
一
九
九

五
年
冬
号

（
７
）
石
原
千
秋
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研

究
」
平
成
十
三
年
二
月
臨
時
増
刊
号

（
８
）
辰
巳
正
明
「
交
友
の
詩
学
」
『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』

（
９
）
芳
賀
紀
雄
「
願
文
・
書
儀
の
受
容
」
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
』
一
九
九
九
年
九
月
号

（
蛆
）
池
田
三
枝
子
「
家
持
の
〈
交
友
歌
〉
」
『
古
代
文
学
』
三
七
号

（
Ⅱ
）
高
野
正
美
「
相
聞
歌
の
系
譜
」
『
上
代
文
学
』
第
八
十
三
号

（
岨
）
近
藤
み
ゆ
き
「
和
歌
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
『
国
文
学
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
二
○
○
年
四
月
号
。
な
お
、
同
論
の
中
で
近
藤
は
女
性
性

の
強
い
言
葉
と
し
て
「
言
は
ま
し
も
の
を
」
の
分
析
を
し
た
上
で
、

「
悔
し
く
ぞ
後
に
会
は
む
と
契
り
け
る
今
日
を
か
ぎ
り
と
言
は
ま
し
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万葉のジェンダー論

付
記歌

人
で
短
歌
批
評
の
阿
木
津
英
は
、
鈴
木
日
出
男
の
女
歌
論
が
折
口
信
夫

の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
な
い
点
を
暗
に
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
和
歌
研
究
の
分
野
で
女
歌
論
再
燃
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
わ
れ

る
鈴
木
日
出
男
の
『
女
歌
の
本
性
』
に
は
折
口
信
夫
の
女
歌
論
に
関
す
る
文

献
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
相
手
の
言
葉
を
否
定
し
て
切
り
返
す
発
想
と
表

現
を
〈
女
歌
〉
固
有
の
も
の
と
見
る
視
点
は
、
鈴
木
日
出
男
の
も
の
と
し
て

提
出
さ
れ
て
い
る
よ
、
フ
だ
。
」
含
折
口
信
夫
の
女
歌
論
』
）
私
も
「
女
歌
の
系

譜
」
（
『
古
代
言
語
探
究
」
）
の
中
で
「
鈴
木
日
出
男
の
『
古
代
和
歌
史
論
』

は
、
和
歌
の
本
質
を
、
女
歌
に
見
据
え
、
そ
の
本
性
を
和
歌
史
の
上
に
定
位

し
た
画
期
的
な
論
で
あ
る
。
」
と
評
価
し
て
い
る
の
で
、
阿
木
津
の
指
摘
す

る
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
責
任
の
一
端
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

（
妬
）
注
Ⅱ
と
同
じ
。

（
Ｍ
）
飯
田
勇
「
男
・
女
関
係
と
し
て
の
宮
廷
と
文
学
」
『
古
代
文
学
』

も
の
を
」
（
『
大
和
物
語
』
一
○
一
段
、
新
古
今
八
五
四
）
の
例
を
あ

げ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
臨
終
の
床
に
あ
る
季
縄
が
、
再
会

の
約
を
果
た
せ
な
く
な
り
、
友
人
の
公
忠
に
送
っ
た
歌
だ
が
、
男
か

ら
男
へ
の
贈
答
で
こ
の
『
こ
と
ば
』
が
使
わ
れ
る
時
、
実
体
は
さ
て

お
き
、
表
現
の
型
と
し
て
、
ま
る
で
女
の
恋
歌
の
よ
、
フ
な
ホ
モ
セ
ク

シ
ャ
ル
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
」

（
Ｂ
）
丸
山
隆
司
「
も
う
ひ
と
り
の
〈
家
持
〉
た
ち
」
『
藤
女
子
大
学

国
文
学
雑
誌
』
五
六
号

三
八
号
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