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講
演
・
対
談
・
研
究
発
表
　

要
旨

【
講
演
】

　

歌
を
読
む

東
京
大
学
名
誉
教
授
　
　
　

久
保
田
　

淳

　

い
ず
れ
も
和
歌
文
学
会
員
の
平
安
文
学
研
究
者
四
人
と
共
に
、
い

わ
ゆ
る
伊
達
本
の
本
文
で
古
今
和
歌
集
を
読
ん
で
い
る
の
で
、
木
や

草
、
虫
や
鳥
な
ど
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
歌
な

ど
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
過
程
で
考
え
た
こ
と
を
お
話
し
す
る
。

　

百
人
一
首
に
も
選
ば
れ
た
文
屋
康
秀
の
歌
、「
吹
か
ら
に
秋
の
草

木
の
し
ほ
る
れ
ば
む
べ
山
か
ぜ
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む
」（
古
今

集
・
秋
下
・
二
四
九
）
に
つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今

和
歌
集
』
は
、「
秋
の
草
は
「
萩
」
を
、
秋
の
木
は
「
楸
」
を
隠
す

か
。
楸
は
ヒ
サ
ギ
、
落
葉
喬
木
の
一
種
」
と
注
し
て
い
る
。「
山
風
」

で
「
嵐
」
に
な
る
と
い
う
言
葉
遊
び
の
技
巧
は
ど
の
注
釈
書
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

当
否
は
わ
か
ら
な
い
が
、
万
葉
植
物
で
も
あ
る
久
木
に
つ
い
て
は
以

前
考
え
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
王
朝
和
歌
で
は
こ
の
木
が
ど
う
歌
わ

れ
て
き
た
か
を
少
し
辿
っ
て
み
た
い
。

　

遍
昭
が
「
く
た
に
」
の
題
で
詠
ん
だ
、
「
ち
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
あ

く
た
に
な
る
花
を
思
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
て
ふ
か
な
」（
物
名
・

四
三
五
）
の
歌
の
題
、「
く
た
に
」
は
や
は
り
わ
か
ら
な
い
植
物
だ

が
、
こ
こ
で
は
第
五
句
の
解
釈
に
つ
い
て
諸
注
の
説
を
確
か
め
、
そ

こ
に
蝶
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
蝶
は
和
歌
で
は
ど
う
詠
ま
れ

て
き
た
か
、
漢
詩
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
お
話

し
し
た
い
。

　

同
じ
和
歌
で
も
、
そ
れ
が
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
る
場
合
と
家
集

の
中
で
読
む
場
合
と
で
は
、
違
っ
た
読
み
方
を
せ
ざ
る
を
え
な
い

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
伊
勢
の
歌
二
首
、「
春
ご
と
に
な

が
る
ゝ
河
を
花
と
見
て
お
ら
れ
ぬ
水
に
袖
や
ぬ
れ
な
む
」（
春
上
・

四
三
）、「
年
を
へ
て
花
の
か
ゞ
み
と
な
る
水
は
ち
り
か
ゝ
る
を
や
く

も
る
と
い
ふ
覧
」（
同
・
四
四
）
を
取
り
上
げ
、「
は
し
た
か
の
野

も
り
の
か
ゞ
み
え
て
し
か
な
お
も
ひ
お
も
は
ず
よ
そ
な
が
ら
み
ん
」

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
三
二
）
と
い
う
、
題
知
ら
ず
、
読
人
し
ら

ず
の
古
歌
で
の
鏡
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

稲
負
鳥
と
い
う
三
鳥
の
一
つ
を
藤
原
定
家
は
ど
う
考
え
て
い
た

か
、
藤
原
清
輔
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
だ
多
く
の
歌
の
中
で
、
ど
の

歌
を
秀
歌
と
考
え
て
い
た
か
、
そ
も
そ
も
秀
歌
と
は
何
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
も
、
時
間
の
余
裕
が
あ
れ
ば
考
え
て
み
た
い
。
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【
対
談
】

　

ロ
ー
ズ
バ
ッ
ド
を
探
し
て

東
京
大
学
名
誉
教
授
　
　
　
　

久
保
田
　

淳

国
文
学
研
究
資
料
館
長
　
　
　

渡
部
　

泰
明

　

二
〇
二
〇
年
秋
、
久
保
田
淳
先
生
は
文
化
勲
章
を
受
章
さ
れ
ま
し

た
。
永
年
に
わ
た
る
国
文
学
界
へ
の
貢
献
は
は
か
り
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
業
績
の
中
心
に
位
置
す
る
分
野
が
和
歌
で
あ
る
こ
と
も
、
言
う

ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
先
生
は
和
歌
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
魅
か

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
先
生
の
研
究
の
原
動
力
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
名
作
『
市
民
ケ
ー
ン
』
は
、
新
聞
王

ハ
ー
ス
ト
が
最
後
に
残
し
た
謎
の
言
葉
「
ロ
ー
ズ
バ
ッ
ド
（
バ
ラ
の

つ
ぼ
み
）」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
を
探
る
と
い
う
体
で
、

彼
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
描
き
出
す
映
画
で
し
た
。
久
保
田
先
生

に
と
っ
て
の
「
バ
ラ
の
つ
ぼ
み
」
と
は
何
か
、
そ
れ
を
聞
き
出
そ
う

と
い
う
の
が
、
今
回
の
、
限
り
な
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
近
い
対
談
の

眼
目
で
す
。
私
に
は
一
つ
見
当
を
つ
け
て
い
る
言
葉
が
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
は
、
今
は
内
緒
。
和
歌
研
究
に
目
覚
め
た
頃
か
ら
、
大
学

院
生
・
助
手
を
経
て
、
東
大
教
官
の
時
代
、
と
く
に
藤
原
定
家
研
究

に
邁
進
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
そ
し
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
や
和
歌

文
学
大
系
の
監
修
に
注
力
さ
れ
て
い
た
頃
の
こ
と
な
ど
、
順
を
追
っ

て
お
話
を
う
か
が
い
、
私
渡
部
が
直
接
存
じ
上
げ
て
い
る
頃
の
こ
と

は
、
ま
た
当
方
の
思
う
と
こ
ろ
な
ど
も
織
り
交
ぜ
さ
せ
て
い
た
だ
く

つ
も
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
和
歌
研
究
者
へ
の
言
葉
な
ど
も
ぜ
ひ

語
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

 

（
渡
部
記
）
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【
研
究
発
表
】

１
　

和
歌
に
お
け
る
同
音
異
義
表
現
の
物
象
と
人
事
と
の

間
の
関
連
性
に
つ
い
て

早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
　

フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン

　

和
歌
の
主
要
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
掛
詞
な
ど
の
同
音
異
義
表
現

の
構
造
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
両
方
の

表
現
の
内
容
的
な
関
連
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
同
音
異
義
表
現
の
物
象
と
人
事
の
部
分
の
内
容
的
な
関
連
に

つ
い
て
最
も
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
音
声
の
共
通
性
が
な
く

な
る
外
国
語
訳
に
お
い
て
で
あ
り
、
本
研
究
の
大
き
な
目
的
の
ひ
と

つ
も
、
和
歌
の
同
音
異
義
表
現
を
よ
り
正
確
に
他
の
文
化
に
伝
達
す

る
方
法
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　

同
音
異
義
表
現
の
中
、
当
該
表
現
が
表
す
物
象
の
特
質
な
ど
が
人

事
と
共
通
す
る
例
が
多
く
、
音
の
共
通
性
の
他
、
内
容
や
イ
メ
ー
ジ

の
関
連
性
も
見
出
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
検
討
に
、
『
後

撰
集
』
に
見
ら
れ
る
（
鳥
な
ど
が
）「
鳴
く
」
こ
と
と
「
泣
く
」
こ
と
、

ま
た
玉
鬘
な
ど
が
「
絶
え
る
」
こ
と
と
恋
仲
が
「
絶
え
る
」
こ
と
と

い
う
、
共
通
性
が
比
較
的
見
出
し
や
す
い
表
現
を
考
察
の
対
象
と
す

る
研
究
が
あ
る
。
一
方
、（
葦
の
）「
節
」
と
「
伏
し
」
や
、「
踏
み
」

と
「
文
」
や
、「
澪
標
」
と
「
身
を
尽
く
し
」
な
ど
と
い
う
、
一
見

内
容
的
な
関
連
性
が
見
出
し
が
た
い
同
音
異
義
表
現
の
場
合
も
、
こ

れ
ら
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
和
歌
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
関
連

性
が
見
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
、「
ふ
み
（
踏
み
と
文
）」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
和
歌
で
は
、「
へ
だ
て
け
る
人
の
心
の
う
き
は
し
を
あ
や

ふ
き
ま
で
も
ふ
み
み
つ
る
か
な
」（『
後
撰
集
』
雑
一
・
一
一
二
二
）

の
よ
う
に
「
橋
」
な
ど
の
縁
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
通

の
イ
メ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
音
異
義
表

現
の
物
象
叙
述
に
見
ら
れ
る
歌
語
が
和
歌
文
学
の
中
に
持
っ
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
関
連
す
る
他
の
歌
語
を
通
し
て
、
当

該
歌
の
内
ま
た
は
外
に
、
人
事
の
叙
述
と
の
関
連
性
を
暗
示
す
る
事

柄
が
見
出
せ
、
連
想
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

　

本
発
表
で
は
、
一
見
物
象
と
人
事
の
叙
述
の
関
連
性
が
見
出
し
が

た
い
同
音
異
義
表
現
を
数
例
取
り
上
げ
、
物
象
叙
述
か
ら
人
事
の
叙

述
へ
の
連
想
、
ま
た
歌
語
間
の
連
想
の
過
程
を
中
心
に
、
そ
の
関
連

性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
現
在
ま
で
の
外
国
語
訳
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
関
連
性
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
き
て
い
る
の

か
に
も
目
を
向
け
た
い
。
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２
　

『
袋
草
紙
』
上
巻
・
雑
談
「
歌
へ
の
不
審
に
答
え

な
い
」
事
例
に
関
す
る
考
察

　
　
　
　

特
に
「
岩
（
言
は
）」
ざ
る
歌
の
類
型
と

「
映
る
月
」
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　

鹿
島
文
庫
　

日
本
文
学
研
究
室
（
研
）

　

圷
　

美
奈
子

　

『
袋
草
紙
』（
上
巻
・
雑
談
）
に
、「
順
主
は
知
ら
ざ
り
け
り
な
」

（
菅
原
文
時
）、「
し
か
言
ふ
な
り
に
や
」（
源
経
信
）
と
い
っ
た
「
答

え
」
を
記
し
と
ど
め
て
展
開
す
る
、「
歌
へ
の
不
審
に
答
え
な
い
こ

と
」
に
ま
つ
わ
る
歌
会
等
で
の
事
例
を
集
め
た
記
事
が
あ
る
（『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
　

袋
草
紙
』
一
一
八
頁
）。

　

白
河
院
が
女
房
の
歌
を
召
し
上
げ
た
「
池
水
に
今
宵
の
月
を
宿
し

て
も
心
の
ま
ま
に
我
が
も
の
と
見
る
」
や
、
歌
題
の
「
池
」
を
詠
み

込
ま
ず
に
「
不
審
」
と
さ
れ
た
経
信
の
「
照
る
月
の
岩
間
の
水
に
宿

ら
ず
は
玉
ゐ
る
数
を
い
か
で
知
ら
ま
し
」
と
い
う
表
現
は
、
い
ず
れ

も
「
映
る
月
」
に
関
わ
り
、『
金
葉
集
』
秋
部
に
並
ん
で
入
る
（「
寛

治
八
年
八
月
十
五
夜
鳥
羽
殿
に
て
、
翫
池
上
月
と
い
へ
る
こ
と
を
よ

ま
せ
給
ひ
け
る
」）。

　

王
朝
の
和
歌
に
は
、
汲
み
差
す
杯
（
さ
か
づ
き

0

0

）
に
射
す
月0

の
光

を
捉
え
て
掛
詞
的
に
詠
む
「
杯
中
の
月
か
げ
」
に
関
す
る
用
例
が
存

す
る
と
こ
ろ
、
前
者
・
白
河
院
「
池
水
に
」
詠
の
下
の
句
「
心
の
ま

ま
に
我
が
も
の
と
見
る
」
に
お
け
る
「
帝
王
ぶ
り
」（『
新
大
系
　

金

葉
集
』一
八
〇
番
歌
・
脚
注
）
の
件
と
と
も
に
、
巡
杯
の
場
面
で
「
こ

の
世
を
ば
わ
が
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
も
な
し
と
思
へ

ば
」
と
詠
ん
だ
道
長
自
讃
歌
と
の
共
通
点
並
び
に
関
係
性
は
、
当
該

『
袋
草
紙
』
の
話
柄
中
、
続
く
「
天
変
少
将
」
の
一
首
「
池
水
に
か

げ
を
映
し
て
秋
の
夜
の
月
の
中
な
る
月
を
こ
そ
見
れ
」
と
い
う
表
現

に
及
ん
で
見
出
さ
れ
よ
う
。

　

本
発
表
で
は
、『
袋
草
紙
』
に
挙
が
る
事
例
を
含
め
た
「
杯
中
の

月
か
げ
」
の
類
型
に
よ
る
そ
の
「
見
立
て
」
と
し
て
、
名
月
の
謂
た

る
「
月0

の
中
な
る
月0

」
の
表
象
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
作
中
「
秀
歌

に
は
劣
っ
た
返
歌
を
し
な
い
こ
と
」
と
し
て
収
め
ら
れ
た
道
長
の
一

件
（『
新
大
系
　

袋
草
紙
』
二
〇
頁
）
に
つ
い
て
は
、
詠
み
込
ま
れ

た
「
欠
け
ざ
る
満
月
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
言
外
の
「
見
立
て
」
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
経
信
詠
の
歌
の
こ
と
ば
「
岩
間
の
水
」
に
も
注
目
し
、

表
現
史
を
繙
い
て
「
岩
」
と
「
言
は
」
の
掛
詞
に
よ
っ
て
「
言
は
ざ
る
」

歌
の
類
型
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
歌
へ
の
不
審
に
答
え
な
い
」

事
例
集
と
し
て
の
主
題
を
有
す
る
、
当
該
章
節
部
分
の「
和
歌
説
話
」

的
な
手
法
に
か
か
る
考
察
を
行
う
。
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３
　

藤
原
定
家
自
筆
『
御
室
五
十
首
』
春
部
草
稿
と
　

守
覚
法
親
王
添
巻
の
再
出
現

早
稲
田
大
学
（
非
）・
国
文
学
研
究
資
料
館
（
研
）

　

金
子
　

英
和

　

定
家
の
『
御
室
五
十
首
』
草
稿
の
伝
本
は
、
現
在
①
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
「
京
極
黄
門
詠
五
十
首
和
歌
」（
巻
子
装
。
五
十
首
の
次
に
、

本
来
は
紙
背
に
書
か
れ
る
評
語
が
書
写
さ
れ
る
）、
②
東
京
大
学
総

合
図
書
館
蔵
「
軸
物
之
和
歌
写
」（
袋
綴
装
。
詠
歌
行
間
に
評
語
が

書
か
れ
る
）、
③
京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵
「
定
家
卿
五
十
首
」（
袋
綴

装
。
天
明
三
年
、
賀
茂
季
鷹
書
写
本
。
評
語
は
書
か
れ
な
い
）
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
①
は
安
政
四
年
に
山
田
常
典
が
「
原
巻
」
を
臨
写
し

た
旨
の
奥
書
を
持
つ
。

　

こ
の
他
に
佐
藤
恒
雄
氏
は
、
明
治
・
昭
和
期
の
入
札
目
録
に
定
家

自
筆
の
春
部
草
稿（
軸
装
）が
出
品
さ
れ
て
い
た
こ
と
、そ
こ
に
は〈
守

覚
法
親
王
添
巻
〉
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
の
所
在
が
確
認
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
書
陵
部
本
が
最
も
重

ん
ぜ
ら
れ
る
資
料
で
あ
っ
た
。

　

令
和
二
年
一
月
、
定
家
自
筆
春
部
草
稿
は
ふ
た
た
び
市
場
に
現

れ
、
僥
倖
に
も
発
表
者
の
所
蔵
す
る
所
と
な
っ
た
。
現
在
は
早
稲
田

大
学
図
書
館
に
保
管
さ
れ
、
画
像
公
開
の
準
備
が
進
ん
で
い
る
。

　

当
該
草
稿
に
よ
り
、
採
用
歌
を
意
味
す
る
右
合
点
の
墨
色
が
異
な

る
こ
と
が
知
ら
れ
、
数
度
の
推
敲
・
吟
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
ま
た
、
春
部
五
番
歌
に
は
上
下
句
本
文
そ
れ
ぞ
れ
に
除
棄
の
庵

点
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
書
陵
部
本
・
東
大
本
は
下
句
に
傍

線
が
付
さ
れ
る
形
で
除
棄
庵
点
が
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
書
陵
部
本

が
「
原
巻
」
の
直
接
の
臨
本
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。

　

右
に
述
べ
た
当
該
草
稿
と
書
陵
部
本
の
関
係
は
、〈
守
覚
法
親
王

添
巻
〉
に
よ
っ
て
も
証
さ
れ
る
。
実
は
同
添
巻
は
行
空
（
九
条
稙

通
）
の
奥
書
が
継
が
れ
た
、
春
部
草
稿
の
臨
本
で
あ
る
。
奥
書
に
拠

れ
ば
、
天
正
一
三
年
に
春
部
草
稿
を
改
装
す
る
に
あ
た
り
、
紙
背
の

評
語
が
読
め
な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
、
製
作
し
た
と
い
う
。
天
正

一
三
年
に
春
部
の
み
の
軸
が
成
立
し
た
た
め
に
、
常
典
が
安
政
四
年

に
「
原
巻
」
を
臨
写
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
過
去
に
作
ら
れ

た
臨
本
を
写
し
た
も
の
が
書
陵
部
本
と
推
定
す
る
。

　

口
頭
発
表
で
は
、
定
家
自
筆
『
御
室
五
十
首
』
春
部
草
稿
と
添
巻

を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
が
諸
本
の
成
立
理
解
に
一
石
を
投
じ
る
資
料
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。




