
時
評

物
語
と
歌
の
関
係
に
つ
い
て
服
部
崇

　
歌
会
の
場
に
お
い
て
「
こ
の
一
首
は
物
語
性
を
は
ら
ん
で
い
る
」
と
の
評

を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
評
者
は
そ
の
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い

る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
物
語
」
と
「
歌
」
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
今
般
、髙
山
花
子
『
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ

―
―
レ
シ
の
思
想
』（
水
声
社
、2021
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
を
手
掛
か

り
に
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
レ
シ
」（récit

）
は
通
常
「
物
語
」
と
訳
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
、「
声
に
出
し
て
読
ま
れ
た
も
の
」、「
暗
唱
さ
れ
た
も
の
」
と
い

う
「
レ
シ
」
の
古
い
語
用
を
念
頭
に
、ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
叙
事
詩
の
朗
唱
や
「
歌
」

と
「
レ
シ
」
と
を
重
ね
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
か
ら
「
レ
シ
」
を
抽
出
す
る
髙
山

の
指
摘
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
物
語
と
歌
の
近
接
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
髙
山
は
、
ホ
メ
ロ
ス
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
い
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス

が
海
で
遭
遇
し
た
セ
イ
レ
ー
ン
が
歌
っ
て
い
る
歌
を
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
「
来
た

る
べ
き
書
物
」（1957

）
に
お
い
て
「
日
常
の
歌
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
着

目
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
…
「
日
常
的
な
歌
」
が
、「
異
質
な
、
い
わ
ば
想
像
的
な
力
を
そ
な
え
た

　
存
在
に
よ
っ
て
非
現
実
的
に
歌
わ
れ
た
と
き
」
…
言
葉
の
な
か
に
「
深
淵
」

　
が
開
か
れ
、
ひ
と
は
消
え
去
る
よ
う
に
誘
惑
さ
れ
る
…
（118

頁
）

　
そ
の
際
、髙
山
は
、「
現
実
的
な
も
の
」と「
想
像
的
な
も
の
」と
の
間
の「
距

離
」
に
着
目
す
る
。
そ
の
こ
と
は
よ
い
。
し
か
し
、本
当
に
知
り
た
い
の
は
、

ど
の
程
度
の
「
距
離
」
が
適
切
な
の
か
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
か
あ
る
い
は

髙
山
に
こ
の
点
を
聞
い
て
み
た
い
。
同
書
で
は
、「
距
離
」
の
問
題
は
「
欠
陥
」

の
問
題
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
「
歌
い
方
」
が
「
不
完
全
」
で
「
満
足
さ
せ
な
い
」
と
い
う
「
欠
陥
」

　
を
も
っ
て
い
る
が
た
め
に
、「
深
淵
」
の
開
か
れ
る
「
歌
の
起
源
」
へ
と

　
む
か
う
「
距
離
」
が
生
じ
、
そ
れ
を
「
駆
け
め
ぐ
る
」
と
い
う
「
欲
望
」

　
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。（119

頁
）

　
こ
う
し
た
「
欠
陥
」
に
着
目
す
る
髙
山
の
論
は
、「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
眼

差
し
」（1953

）
に
お
い
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
ト
ラ
キ
ア
の
詩
人
・
オ
ル
フ
ェ

ウ
ス
が
死
ん
だ
妻
を
取
り
戻
す
た
め
に
歌
っ
た
「
歌
」
の
失
敗
に
注
目
し
て

い
る
点
に
関
す
る
考
察
へ
と
発
展
し
て
い
く
。

　
…
「
歌
」
は
は
じ
め
か
ら
失
敗
を
含
ん
で
い
る
…
「
歌
」
を
歌
う
試
練
が

　
必
要
な
の
で
あ
る
。
…「
永
遠
の
無
為
の
試
練
」が
必
要
で
あ
る
…（169

頁
）

　
髙
山
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
か
ら
の
引
用
は
「
歌
」
の
不
可
能
性
に
触
れ
る
と
こ

ろ
に
着
目
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が
作
歌
を
考
え
る
こ
と
へ
の
示
唆
を

含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
物
語
」と「
歌
」の
関
係
は
、

髙
山
に
よ
る
ブ
ラ
ン
シ
ョ
（
に
対
す
る
筆
者
の
解
釈
）
に
よ
れ
ば
、
現
実
と

想
像
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
不
可
能
性
へ
の
挑
戦
を
不
断
に
続
け
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
本
書
を
読
み
進
む
う
ち
に
、
私
た
ち
の
作
歌
へ
の
姿

勢
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

　
最
後
に
、
髙
山
花
子
の
短
歌
を
紹
介
し
て
筆
を
置
き
た
い
。
　

・
駒
場
野
の
春
の
粒
子
を
吸
ひ
込
ん
で
ラ
・
ラ
・
ラ
退
学
届
出
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髙
山
花
子
「
パ
リ
短
歌2018

」

・
コ
ン
ト
ン
タ
ン
？
（
雪
が
降
っ
て
る
）
く
る
り
ん
ぱ
！
（
エ
ン
ド
ゲ
ー

　
ム
の
夜
の
は
じ
ま
り
）　
　
　
　
　
　
　
　
　  

同
右
「
パ
リ
短
歌2020

」
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