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紹
　
介

神
谷
か
を
る
著

『古
今
和
歌
集
用
語

の
語
彙
的
研
究
』

林

　

浩

恵

本
書
は
古
今
和
歌
集

（以
下

「古
今
集
」
と
略
称
す
る
）
の
用
語
に
つ
い
て
、

和
歌
に
好
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
を
指
標
と
し
て
語
彙

・
語
構
成
的
に
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。
和
歌
に
用
い
ら
れ
な
い
、
或
い
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
い
語
を

「非
歌
語
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
対
す
る
考
察
も
行
う
こ
と
に
よ

り
、
古
今
集
の
語
彙
の
新
た
な
側
面
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第

一
章
は
、
「
コ
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
を
通
し
て
古
今
集
に
お
け
る
言
語
意
識

の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
書
の
根
幹
を
な
す
と
言
え
る
。

古
今
集
で
は

「
コ
ト
」
に
関
し
て

「言
」
と

「事
」
と
の
分
化
が
よ
り
明
ら

か
に
、
よ
り
意
識
的
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
分
化
の
時
点
に
お
い
て

「言
」
は

モ
ノ
そ
の
も
の
で
も

「事
」
で
も
な
い
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
と
な
る
。
例
え
ば

「名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
間
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
只
古

今
集
四

一
一
。在
原
業
平
）
で
は
、
「都
鳥
」
は
ミ
ヤ
コ
ド
リ
と
い
う
モ
ノ
を
示

し
な
が
ら
同
時
に
ミ
ヤ
コ
と
い
う
名
を
持
つ
鳥
と
し
て
言
語
的
分
析
が
な
さ
れ
、

ミ
ヤ
コ
は
都
を
指
示
す
る

「言
」
と
化
す
。
し
か
し
都
そ
の
も
の
を
指
す
と
い

う
よ
り
都
に
ま
つ
わ
る
諸
々
の
観
念
を
含
ん
だ
「事
」
を
示
す
語
と
な
り
、
ヨ
Ｆ

は

「事
」
に
化
す
。
第

一
章
は
、
物

・
言

。
事
が
こ
の
よ
う
に
循
環
相
通
す
る

有
様
を
明
快
に
述
べ
、
「今
は
と
て
返
す
言
の
葉
拾
ひ
お
き
て
お
の
が
も
の
か
ら

形
見
と
や
見
む
」
（古
今
集
七
三
七
・近
院
の
右
大
臣
）
の
よ
う
に
、
古
今
集
は

「
コ
ト
バ
」
と
い
う
こ
と
ば
さ
え
歌
の
素
材
と
す
る
、
極
め
て
言
語
意
識
の
高

い
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
言
語
意
識
の
も
と
に
編
ま
れ
た
古
今
集
に
お
い
て
、
歌
語
と
非

歌
語
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
以
下
の
章
で
探
る
。

第
二
章
で
は
非
歌
語
か
ら
古
今
集
の
用
語
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
大
き
な
特

徴
と
し
て
、
身
体
語
彙
が
少
な
い
こ
と
、
「死
ぬ
」
「涙
」
な
ど

一
般
に
歌
語
と

し
て
好
ま
れ
な
い
語
も
、
恋
の
巻
で
比
喩
的
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に

は
好
ま
れ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
訓
読
語
を
含
め
非
歌
語
を
決
定
す

る
作
業
を
行
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
歌
語
を
決
定
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ

か
ら
、
感
情
的
語
彙
が
少
な
く
大
げ
さ
な
動
作
は
好
ま
れ
な
い
と
い
う
歌
語
の

性
格
の
一
面
を
描
き
だ
す
。

第
二
章
で
は
万
葉
集
と
比
較
し
つ
つ
古
今
集
の
造
語
法
を
探
る
。
万
葉
集
に

な
く
古
今
集
に
見
ら
れ
る
語
は
撰
者
の
歌
に
多
い
が
、
そ
の
造
語
法
を
見
る
と
、

万
葉
の
造
語
法
に
な
ら
っ
た
も
の
や
万
葉
の
語
の
派
生
や
複
合
に
よ
る
も
の
が

四
分
の
三
を
占
め
る
。
撰
者
た
ち
は
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
新
し
い
語
を
探
り
、

古
今
集
に
ふ
さ
わ
し
い
用
語
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
鮮
や
か
に
了
解
さ

れ
る
。
更
に
、
孤
例
の
語
を
見
る
な
か
で
、
単
純
語
を
熟
語
に
し
た
り
派
生
語

を
新
た
に
作
っ
た
り
し
な
が
ら
和
歌
に
摂
取
し
て
い
っ
た
さ
ま
を
述
べ
る
。

第
四
章
で
は
詩
語
と
歌
語
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
る
。
万
葉
集
に
お
け
る

漢
語
の
和
語
化
と
い
う
方
法

（訓
読
翻
訳
な
ど
）
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た

歌
語
が
、
平
安
時
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

本
書
は
歌
語

。
非
歌
語
に
対
す
る
考
察
を
行
い
用
語
の
特
徴
を
指
摘
す
る
一

方
、
い
か
に
し
て
歌
語
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
万
葉
集
の
造
語
法
や
詩

語
と
の
関
係
を
語
彙
的
に
解
き
明
か
し
た
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
歌

語
の
問
題
に
対
す
る
幅
広
い
視
野
を
呈
示
し
て
お
り
、
歌
語
を
考
え
る
上
で
必

読
の
書
で
あ
ろ
う
。

（和
泉
書
院
、　
一
九
九
九
年
二
月
、
三
二
七
頁
、
定
価
七
〇
〇
〇
円
）
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