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は
じ
め
に

『
一
条
摂
政
御
集
』
は
藤
原
伊
尹
の
家
集
で
、
一
九
四
首
が
収
載
さ
れ
て
い

る
。
全
体
は
一
番
歌
か
ら
四
一
番
歌
ま
で
の
第
一
部
、
四
二
番
歌
か
ら
一
九
二

番
歌
ま
で
の
第
二
部
、
一
九
三
番
歌
と
一
九
四
番
歌
の
第
三
部
と
三
部
構
成
に

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
編
者
が
異
な
る
と
さ
れ
る
。
中
で
も
第
一
部
「
と
よ

か
げ
」
は
、
大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
と
い
う
卑
官
で
架
空
の
人
物
が
主
人
公
に
据

え
ら
れ
て
お
り
、
伊
尹
の
恋
の
歌
を
中
心
に
歌
物
語
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
自
撰
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
中
心
に
解
釈
が
進

め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、
歌
物
語
的
冒
頭
部
分
の
作
り
方
や
物
語
の
展
開
が
、

そ
れ
ぞ
れ
『
伊
勢
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
『
伊
勢
集
』
や
『
伊

勢
物
語
』
の
他
に
影
響
を
受
け
て
い
る
作
品
や
和
歌
に
つ
い
て
の
言
及
が
必
要

と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
和
歌
の
表
現
の
観
点
で
は
、『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』

の
影
響
を
指
摘
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
勅
撰
集
以
外
の
歌

集
、
特
に
『
伊
勢
集
』
以
外
の
私
家
集
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
も
の

は
殆
ど
な
い
と
言
え
る
。

ま
た
第
一
部
が
重
視
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
他
撰
の
可
能
性
が
高
い
第
二
部

と
、『
拾
遺
集
』
か
ら
補
入
さ
れ
た
第
三
部
は
、
第
一
部
に
比
べ
編
纂
意
図
が

読
み
取
り
に
く
い
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
焦
点
を
置
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
私
家
集
は
一
部
分
だ
け
で
な
く
全
体
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
、
よ

り
精
密
に
編
纂
意
図
を
捉
え
た
り
、
文
学
史
上
の
意
義
を
考
察
し
た
り
で
き
る

と
考
え
る
。
本
論
で
は
、
伊
尹
歌
の
表
現
の
特
徴
を
再
検
討
し
、
第
二
部
の
形

態
や
意
義
を
考
察
し
、
併
せ
見
る
こ
と
で
、『
一
条
摂
政
御
集
』
と
い
う
作
品

を
捉
え
直
し
、
王
朝
私
家
集
史
に
お
い
て
新
た
な
立
場
を
築
い
た
こ
と
を
示
し

た
い
。

一　

勅
撰
集
と
の
関
係
か
ら
見
る
伊
尹
歌
の
特
徴

『
注
釈⑴
』
や
『
平
安
私
家
集⑵
』
で
は
、『
一
条
摂
政
御
集
』
の
伊
尹
の
歌
の
語

句
や
表
現
が
、『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』『
古
今
六
帖
』『
拾
遺
集
』
に
収
載

さ
れ
る
歌
に
よ
っ
て
い
た
り
、
そ
れ
ら
の
歌
と
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
た
り

す
る
こ
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
遠
藤
由
紀
氏
は
伊
尹
の
歌
を
中
心
に
、

『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
る
の
か
、
摂
取
の
実

態
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
い
る⑶
。
伊
尹
の
歌
の
特
徴
を
整
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、

諸
注
釈
書
で
指
摘
が
多
く
見
ら
れ
る
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
歌
と
比
較
す
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
論

―
私
家
集
の
特
性
を
視
点
と
し
て

―

加
　
　
藤
　
　
佑
　
　
美
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『
古
今
集
』
は
最
も
多
く
の
指
摘
が
見
ら
れ
た
が
、
前
三
者
に
お
い
て
複
数

の
歌
か
ら
語
句
を
摂
取
し
た
場
合
、
一
つ
の
歌
か
ら
語
句
を
摂
取
し
た
場
合
、

発
想
を
摂
取
し
た
場
合
の
三
つ
の
方
法
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
複
数
の
歌
か
ら

摂
取
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
歌
と
し
て
、
一
四
九
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

い
に
し
へ
の
の
中
の
を
ぎ
し
心
あ
ら
ば
こ
よ
ひ
ば
か
り
は
そ
よ
と
こ
た
へ

よ�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
四
九
）

い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水
ぬ
る
け
れ
ど
本
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む

�

（『
古
今
集
』
巻
十
七
・
雑
歌
上
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
八
八
七
）

ふ
か
く
さ
の
の
べ
の
桜
し
心
あ
ら
ば
こ
と
し
ば
か
り
は
す
み
ぞ
め
に
さ
け

�

（『
古
今
集
』
巻
十
六
・
哀
傷
歌
・
か
む
つ
け
の
み
ね
を
・
八
三
二
）

「
い
に
し
へ
の
の
中
の
」
の
語
句
は
、『
後
撰
集
』
八
一
三
番
歌
な
ど
に
も
見

え
て
い
る
。
た
だ
し
八
一
三
番
歌
の
語
句
は
『
新
大
系
後
撰
集⑷
』
に
よ
る
と
八

八
七
番
歌
に
よ
る
と
あ
り
、
同
時
代
に
お
い
て
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水
」

の
語
句
は
八
八
七
番
歌
を
基
盤
に
し
て
摂
取
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
『
注
釈
』
や
『
平
安
私
家
集
』
に
て
「
い
に
し
へ
の
の
中
の
を
ぎ
」

が
元
の
仲
良
か
っ
た
妻
を
指
す
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
『
注
釈
』

は
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水
」
が
昔
は
水
が
冷
た
く
て
良
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
元
の
仲
良
か
っ
た
妻
を
指
し
、「
ぬ
る
け
れ
ど
」
で
今
は
あ
ま
り
仲
が
良

く
な
く
な
っ
て
い
る
意
を
、「
本
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む
」
で
昔
の
仲
の
良
か
っ

た
頃
を
懐
か
し
む
気
持
ち
を
表
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
八
八
七
番
歌
の
下

の
句
が
「
自
分
の
元
の
心
を
知
る
人
は
、
こ
の
心
を
汲
み
取
っ
て
く
れ
る
」
と

解
せ
る
こ
と
か
ら
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水
」
が
自
分
の
心
を
汲
み
取
っ
て

く
れ
る
人
と
解
釈
で
き
る
た
め
、
八
八
七
番
歌
を
摂
取
し
て
い
る
場
合
は
「
い

に
し
へ
の
の
中
の
を
ぎ
」
が
自
分
の
心
を
汲
ん
で
く
れ
る
人
、
す
な
わ
ち
妻
を

指
す
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
い

に
し
へ
の
の
中
の
を
ぎ
」
は
八
八
七
番
歌
の
歌
意
を
踏
ま
え
つ
つ
語
句
を
取
り

入
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

一
方
「
心
あ
ら
ば
」
は
、
一
四
九
番
歌
が
「
荻
に
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
今
夜

だ
け
は
な
び
い
て
お
く
れ
」
と
荻
に
頼
む
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
一
方

で
、
八
三
二
番
歌
は
「
深
草
の
野
辺
の
桜
に
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
今
年
だ
け
は

墨
染
め
の
色
に
咲
い
て
ほ
し
い
」
と
桜
に
頼
む
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
。

つ
ま
り
こ
の
二
首
は
、
歌
意
の
構
成
や
調
子
が
似
通
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
八
三
二
番
歌
の
語
句
を
調
子
と
共
に
摂
取
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
一
四
九
番
歌
は
、
八
八
七
番
歌
の
意
を
意
識
し
て
織
り
込
ん
だ
り
、

八
三
二
歌
の
調
子
を
取
り
入
れ
た
り
し
て
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
解
釈
す
る
。

次
に
、
一
つ
の
歌
か
ら
語
句
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
歌
と
し
て
、
八

八
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

神
か
け
て
ま
た
も
ち
か
へ
と
い
ひ
つ
べ
し
お
も
ひ
お
も
は
ず
き
か
ま
ほ
し

さ
に�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
八
八
）

か
ず
か
ず
に
お
も
ひ
お
も
は
ず
と
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ

れ
る�

（『
古
今
集
』
巻
十
四
・
恋
歌
四
・
在
原
業
平
朝
臣
・
七
〇
五
）

「
お
も
ひ
お
も
は
ず
」
の
語
句
は
、『
新
大
系
古
今
集⑸
』
の
「
お
も
ひ
お
も
は

ず
」
の
脚
注
に
「『
至
り
至
ら
ぬ
』
と
同
じ
く
古
今
和
歌
集
的
表
現
」
と
あ
り
、

『
古
今
集
』
の
影
響
が
窺
え
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
え
よ
う
。
八
八
番
歌
は

相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
を
聞
い
て
み
た
い
と
詠
ん
で
い

る
の
に
対
し
、
七
〇
五
番
歌
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
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聞
き
た
く
て
も
聞
け
な
か
っ
た
と
詠
ん
で
お
り
、
歌
の
意
は
合
致
し
な
い
。
し

か
し
八
八
番
歌
の
上
の
句
に
「
神
か
け
て
ま
た
も
ち
か
へ
と
い
ひ
つ
べ
し
」
と

あ
り
、
神
か
け
て
も
う
一
度
誓
え
と
言
っ
て
み
な
さ
い
と
詠
む
こ
と
で
、
自
分

は
誓
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
言
い
、
そ
の
意
を
通
し
て
自
身
の
思
い
の
深
さ

を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
一
方
、
七
〇
五
番
歌
は
雨
か
ら
相
手
の
心
を
察

知
し
て
自
分
の
身
の
程
を
知
り
、
更
に
涙
を
流
し
て
い
る
と
詠
む
こ
と
で
、
相

手
が
思
っ
て
い
な
い
こ
と
を
悲
し
む
ほ
ど
に
自
身
の
思
い
が
深
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
歌
も
相
手
に
対
す
る
自
身
の
思

い
の
深
さ
を
婉
曲
的
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
歌
の
意
は
合
致
し
な
い
も
の
の
、

率
直
に
自
身
の
思
い
の
深
さ
を
表
現
し
な
い
手
法
が
同
じ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
七
〇
五
番
歌
の
影
響
を
窺
え
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
六
九
番

歌
は
、
本
歌
の
語
句
を
採
っ
た
こ
と
に
加
え
、
詠
者
の
感
情
表
現
の
方
法
を
も

取
り
入
れ
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
る
。

そ
れ
か
ら
、
発
想
を
摂
取
し
て
い
る
と
思
し
き
歌
と
し
て
、
一
〇
四
番
歌
を

取
り
上
げ
る
。

お
も
ひ
い
で
て
け
さ
は
け
ぬ
べ
し
よ
も
す
が
ら
お
き
か
へ
り
つ
る
き
く
の

う
へ
の
つ
ゆ�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
〇
四
）

お
と
に
の
み
き
く
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
け
ぬ
べ

し�

（『
古
今
集
』
巻
十
・
物
名
・
素
性
法
師
・
四
七
〇
）

一
〇
四
番
歌
は
「
お
も
ひ
」
に
思
う
こ
と
と
火
を
、「
お
き
か
へ
り
」
に
置

く
意
と
起
き
て
い
る
意
を
掛
け
て
お
り
、
菊
の
上
に
置
か
れ
た
露
の
よ
う
に
消

え
入
り
そ
う
な
ほ
ど
相
手
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。『
後

撰
集
』
五
八
一
番
歌
の
よ
う
に
「
お
き
」
に
置
く
意
と
起
き
る
意
を
掛
け
る
掛

詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
露
が
儚
い
意
を
含
ん
で
い
る
歌
や
、『
貫

之
集
』
一
三
五
番
歌
の
よ
う
に
菊
の
上
に
あ
る
露
が
詠
み
込
ま
れ
た
歌
は
散
見

す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
併
せ
て
詠
ま
れ
た
と
解
せ
る
歌
は
、
同
時
代
や
近
時

代
に
は
挙
げ
た
二
首
以
外
に
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
四
七
〇
番
歌
は

「
お
き
」
と
「
思
ひ
」
に
一
〇
四
番
歌
と
同
じ
掛
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
、
恋
に
よ
っ
て
身
が
消
え
入
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
詠
ん

で
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
一
〇
四
番

歌
は
四
七
〇
番
歌
を
参
考
に
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
一
〇
四
番
歌
は
、
本
歌
の
歌
意
や
技
巧
を
取
り
込
ん
で
詠
ま
れ
て
い
る

と
見
る
。

以
上
、
伊
尹
歌
が
『
古
今
集
』
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た
の
か
を
見
て

き
た
。
語
句
や
発
想
の
摂
取
に
お
い
て
、
本
歌
の
語
句
を
摂
取
す
る
だ
け
で
な

く
、
歌
意
を
踏
ま
え
た
り
技
巧
や
構
成
を
取
り
入
れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
古
今
集
』
は
、
伊
尹
に
と
っ
て
教
本
の
よ
う
な

立
場
を
築
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
集
』
は
伊
尹
が
生
誕
し
た
頃
に

は
既
に
存
在
し
て
い
た
、
唯
一
の
勅
撰
集
で
あ
る
。
撰
者
に
よ
っ
て
秀
歌
が
集

め
ら
れ
た
こ
の
集
を
、
伊
尹
が
模
範
に
す
べ
き
と
考
え
た
と
推
測
す
る
こ
と
は

で
き
よ
う
。
伊
尹
は
『
古
今
集
』
の
語
句
や
構
成
、
発
想
な
ど
を
元
に
、
和
歌

に
つ
い
て
の
知
識
を
培
い
感
性
を
養
っ
た
と
考
え
る
。

一
方
『
後
撰
集
』
は
『
古
今
集
』
の
場
合
と
異
な
り
、
前
三
者
に
お
い
て
語

句
の
組
み
合
わ
せ
や
発
想
の
指
摘
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
ず
複
数
の
歌
か
ら

語
句
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
歌
と
し
て
、
一
四
二
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

つ
ゆ
よ
り
も
い
か
な
る
み
と
か
な
り
ぬ
ら
ん
お
き
ど
こ
ろ
な
き
け
さ
の
心

地
は�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
四
二
）
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わ
が
た
め
は
い
と
ど
あ
さ
く
や
な
り
ぬ
ら
ん
野
中
の
し
水
ふ
か
さ
ま
さ
れ

ば�

（『
後
撰
集
』
巻
十
一
・
恋
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
七
八
四
）

か
ず
し
ら
ぬ
思
ひ
は
君
に
あ
る
も
の
を
お
き
所
な
き
心
地
こ
そ
す
れ

�
（『
後
撰
集
』
巻
十
四
・
恋
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
一
〇
五
二
）

「
な
り
ぬ
ら
ん
」
は
、
一
四
二
番
歌
が
「
露
よ
り
も
ど
ん
な
儚
い
身
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
自
分
の
身
を
対
象
に
詠
ん
で
い
る
一
方
、
七
八
四

番
歌
は
「
自
分
に
と
っ
て
は
一
層
心
が
浅
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
相

手
の
気
持
ち
の
程
度
を
詠
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
変
化
し
た
こ
と
を
表
し
て
い

る
も
の
の
、
表
現
し
て
い
る
も
の
は
異
な
り
、
字
義
の
共
通
性
が
窺
え
る
の
み

で
あ
る
。
む
し
ろ
三
六
番
歌
が
自
分
の
身
を
対
象
に
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
分
、

こ
の
歌
の
方
が
共
通
点
を
見
出
し
や
す
い
と
考
え
る
。

一
方
「
お
き
ど
こ
ろ
な
き
」
の
語
句
は
、『
千
穎
集
』
七
九
番
歌
な
ど
に
も

見
え
る
。
一
四
二
番
歌
は
露
よ
り
も
儚
い
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
身

の
置
き
所
の
な
い
今
朝
の
気
持
ち
を
根
拠
に
詠
ん
で
い
る
。
一
方
、
一
〇
五
二

番
歌
は
「
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
私
の
思
い
は
あ
な
た
の
元
に
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
あ
な
た
が
傍
に
い
る
の
で
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
気

持
ち
が
す
る
こ
と
だ
」
と
自
分
の
思
い
に
対
し
て
「
お
き
所
な
き
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
な
り
ぬ
ら
ん
」
と
同
様
に
、
字
義
の
共
通
性
は
少
々
窺

え
る
も
の
の
、
歌
意
や
技
巧
な
ど
の
共
通
性
は
見
出
し
難
い
と
考
え
る
。
こ
の

語
句
も
、
七
九
番
歌
の
方
が
詠
み
方
が
類
似
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
一
四
二
番
歌
は
、『
後
撰
集
』
の
歌
に
同
じ
語
句
が
詠
み
込
ま

れ
た
歌
が
見
え
る
も
の
の
、
詠
み
方
は
同
時
代
や
近
時
代
の
他
の
歌
人
の
も
の

の
中
に
近
し
い
も
の
が
見
え
る
と
捉
え
る
。

次
に
、
一
つ
の
歌
か
ら
語
句
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
思
し
き
歌
と
し
て
、
一

〇
一
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

わ
か
れ
て
は
き
の
ふ
け
ふ
こ
そ
へ
だ
て
つ
れ
ち
よ
し
も
へ
た
る
こ
こ
ち
の

み
す
る�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
〇
一
）

ま
ど
ろ
ま
ぬ
も
の
か
ら
う
た
て
し
か
す
が
に
う
つ
つ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
の

み
す
る�

（『
後
撰
集
』
巻
十
二
・
恋
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
八
七
七
）

一
〇
一
番
歌
は
「
別
れ
て
か
昨
日
今
日
と
日
を
隔
て
た
が
、
千
夜
も
経
っ
た

気
持
ち
が
す
る
こ
と
だ
」
と
相
手
に
数
日
会
わ
な
い
だ
け
で
も
恋
い
焦
が
れ
る

思
い
が
強
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
と
解
せ
る
。
一
方
、
八
七
七
番
歌
は
「
微
睡

み
は
し
な
い
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
一
層
酷
く
現
実
で
は
な
い
よ
う
な
気
持

ち
が
す
る
こ
と
だ
」
と
解
釈
で
き
る
。「
こ
こ
ち
の
み
す
る
」
の
意
味
合
い
は

一
致
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
歌
の
大
意
は
異
な
っ
て
い
る
と
解
せ
る
た

め
、
字
義
の
一
致
と
見
る
。

し
た
が
っ
て
一
〇
一
番
歌
は
、
本
歌
を
見
て
語
句
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が

高
い
も
の
の
、
意
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
解
釈
し
難
い
歌
だ
と
捉
え
る
。

以
上
、
伊
尹
歌
が
『
後
撰
集
』
か
ら
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た
の
か
を
見

て
き
た
。
語
句
の
摂
取
に
お
い
て
、
表
現
の
み
を
摂
取
し
た
と
解
せ
る
歌
が
多

い
こ
と
を
理
解
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
後
撰
集
』
は
、
伊
尹
に
と
っ
て
新
た

な
表
現
を
得
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
後
撰
集
』
は
伊
尹
が

編
纂
に
従
事
し
た
勅
撰
集
で
あ
る
。
あ
る
程
度
和
歌
の
知
識
を
積
み
重
ね
、
感

性
を
磨
い
て
き
た
頃
の
伊
尹
は
、『
後
撰
集
』
の
編
纂
に
携
わ
り
様
々
な
歌
人

の
歌
を
見
る
こ
と
で
、
更
に
和
歌
の
腕
を
磨
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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二　

私
家
集
と
の
関
係
か
ら
見
る
伊
尹
歌
の
特
徴

前
述
し
た
よ
う
に
、
勅
撰
集
で
は
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』
の
影
響
を
多
く

指
摘
さ
れ
る
が
、
物
語
で
は
『
伊
勢
物
語
』
に
、
私
家
集
で
は
『
伊
勢
集
』
に

影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
歌
の
表
現
の

観
点
に
立
っ
た
場
合
、
こ
の
四
作
品
以
外
に
も
影
響
を
与
え
た
作
品
や
人
物
の

歌
が
あ
る
と
推
測
す
る
。『
後
撰
集
』
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

同
時
代
の
歌
人
の
歌
に
は
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
加
え
て
赤
の
他

人
よ
り
も
親
類
で
あ
れ
ば
、
私
家
集
を
見
る
機
会
も
多
く
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
条
件
に
、
妻
の
井
殿
の
両
親
で
あ
る
中
務
と
信
明
が
該
当
す
る
と
考
え

る
。『

中
務
集
』
に
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
あ
る
歌
が
入
集
し
て
い
る
。
そ
れ

は
六
七
・
六
八
番
歌
で
あ
る
。

　
　
　

と
ね
ぎ
み
の
は
は
ぎ
み
は
、
ゐ
ど
の
、
な
か
つ
か
さ
の
む
す
め

よ
し
の
山
た
き
の
い
と
さ
へ
と
ぢ
つ
れ
ど
は
や
く
し
り
に
し
こ
ゑ
は
わ
す

れ
ず�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
六
七
）

　
　
　

か
へ
し

い
は
な
み
は
た
か
か
り
し
か
ど
よ
し
の
川
か
よ
は
で
こ
ほ
る
ふ
ゆ
ぞ
へ
に

け
る�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
六
八
）

御
屏
風
の
歌
、
内
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
し
を
見
給
ひ
て
、
右
大
将

よ
し
の
や
ま
た
き
の
い
と
さ
へ
と
ぢ
た
れ
ど
は
や
く
し
り
に
し
こ
ゑ
は
わ

す
れ
ず�

（
書
陵
部
蔵
御
所
本
『
中
務
集
』
一
四
七
）

　
　
　

返
し

い
は
な
み
は
た
か
か
り
し
か
ど
よ
し
の
や
ま
か
よ
は
で
こ
ほ
る
冬
ぞ
へ
に

け
る�

（
書
陵
部
蔵
御
所
本
『
中
務
集
』
一
四
八
）

一
四
七
・
一
四
八
番
歌
は
書
陵
部
蔵
御
所
本
と
資
経
本
に
て
見
ら
れ
る
歌
で

あ
る
こ
と
が
、「
中
務
集
注
釈
」
に
て
指
摘
さ
れ
て
い
る⑹
。
六
七
・
六
八
番
歌

は
井
殿
と
伊
尹
の
贈
答
歌
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
一
四
七
・
一
四
八
番
歌
で

は
伊
尹
と
中
務
の
贈
答
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
六
七
番
歌
の
詞
書
は
解

釈
し
難
い
点
が
あ
り
、『
注
釈
』
や
『
平
安
私
家
集
』
は
、
本
来
は
「
ゐ
ど
の
」

が
「
は
は
お
や
」
に
つ
い
て
の
注
記
だ
っ
た
の
が
、「
ゐ
ど
の
」
に
「
な
か
つ

か
さ
の
つ
す
め
」
と
注
を
付
け
た
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
六
七
・
六
八
番
歌
と
一
四
七
・
一
四
八
番
歌
と
で
贈
答
相
手
に
違
い

が
生
じ
て
お
り
、『
平
安
私
家
集
』
は
六
八
番
歌
が
中
務
の
代
詠
だ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
『
注
釈
』
は
、
詞
書
の
「
右
大
将
」
の
表
記
か

ら
一
四
七
番
歌
の
詠
者
と
し
て
、
伊
尹
以
外
に
父
師
輔
や
師
輔
の
弟
師
尹
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
私
家
集
以
外
に
は

他
出
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
の
贈
答
歌
の
詠
者
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
伊
尹
の
周
辺
の
人
物
が
中
務
や

井
殿
の
家
と
交
流
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
伊
尹
は
中
務
の
歌

を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
中
務
集
』
の
入
集
歌
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
伊
尹
歌
と
信
明
歌
と
を
比
較
す

る
。
一
首
目
に
一
七
五
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

な
つ
の
よ
も
ま
き
の
い
た
ど
を
い
た
づ
ら
に
あ
け
て
か
ひ
な
く
お
も
ほ
ゆ

る
か
な�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
七
五
）

夏
の
夜
も
ま
き
の
板
戸
も
い
た
づ
ら
に
あ
け
て
く
や
し
く
お
も
ほ
ゆ
る
か

な�

（『
信
明
集
』
一
〇
六
）
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一
七
五
番
歌
と
一
〇
六
番
歌
と
で
は
「
ま
き
の
い
た
ど
」
が
共
通
し
て
詠
ま

れ
て
い
る
。「
ま
き
の
い
た
ど
」
の
語
句
は
、『
古
今
集
』
六
九
〇
番
歌
や
『
後

撰
集
』
五
八
九
番
歌
な
ど
の
用
例
が
確
認
で
き
る
が
、『
一
条
摂
政
御
集
』
以

前
に
見
ら
れ
る
用
例
に
は
、
私
家
集
の
も
の
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
伊

尹
と
同
時
代
・
近
時
代
の
歌
人
は
、
あ
ま
り
歌
材
に
し
て
い
な
か
っ
た
語
句
と

考
え
ら
れ
る
。
一
七
五
番
歌
は
「
夏
の
夜
が
明
け
る
よ
う
に
、
槙
の
板
戸
を
空

し
く
開
け
る
の
は
甲
斐
の
な
い
こ
と
だ
思
わ
れ
る
」
と
解
せ
る
一
方
、
一
〇
六

番
歌
は
「
夏
の
夜
が
開
け
る
よ
う
に
、
槙
の
板
戸
も
空
し
く
開
け
る
の
は
残
念

に
思
わ
れ
る
」
と
解
釈
で
き
、
こ
の
二
首
は
ほ
ぼ
同
じ
歌
意
で
あ
る
と
捉
え
ら

れ
る
。
六
九
〇
番
歌
が
「
あ
な
た
が
来
る
の
か
、
私
が
行
く
の
か
と
い
う
た
め

ら
い
で
、
槙
の
板
戸
を
閉
ざ
さ
ず
に
寝
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
」
と

解
せ
る
こ
と
か
ら
、「
ま
き
の
い
た
ど
」
は
男
女
が
会
う
意
を
含
ん
で
い
る
と

解
釈
で
き
、
一
七
五
番
歌
も
一
〇
六
番
歌
も
そ
の
意
で
「
ま
き
の
い
た
ど
」
が

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
得
る
。
語
句
の
使
い
方
が
一
致
し
て
い
る
だ
け
な

ら
ば
、
一
七
五
番
歌
と
一
〇
六
番
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
六
九
〇
番
歌
を
踏
ま
え
て
詠

ん
だ
可
能
性
が
否
め
な
い
。
し
か
し
語
句
の
使
い
方
に
加
え
、
歌
意
も
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
七
五
番
歌
は
一
〇
六
番
歌
に
着
想
を
得
て
詠
ま
れ

た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
〇
六
番
歌
が
一
七
五
番
歌
を
元

に
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
〇
六
番
歌
は
一
〇
五
番

歌
「
し
の
の
め
の
あ
け
ざ
り
し
か
ば
夜
も
す
が
ら
ま
き
の
と
よ
り
は
立
帰
り
に

し
」
の
返
歌
で
あ
る
た
め
、
一
七
五
番
歌
を
見
て
詠
ん
だ
と
見
る
よ
り
も
、
一

〇
五
番
歌
に
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
と
捉
え
る
方
が
適
当
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
一

七
五
番
歌
は
、
一
〇
六
番
歌
に
影
響
を
受
け
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
可
能
性
を
指

摘
で
き
る
と
考
え
る
。

二
首
目
に
一
七
八
番
歌
を
取
り
上
げ
る
。

人
し
れ
ぬ
み
と
し
お
も
へ
ば
あ
か
つ
き
の
と
り
と
と
も
に
ぞ
ね
は
な
か
れ

け
る�

（『
一
条
摂
政
御
集
』
一
七
八
）

暁
の
ね
ざ
め
の
み
み
に
き
き
し
か
ば
鳥
よ
り
外
の
こ
ゑ
は
せ
ざ
り
き

�

（『
信
明
集
』
一
二
〇
）

一
七
八
番
歌
と
一
二
〇
番
歌
と
で
は
「
あ
か
つ
き
」
と
「
と
り
」
が
共
通
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
。「
あ
か
つ
き
」
と
「
と
り
」
の
語
句
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
伊

勢
集
』
一
六
七
番
歌
な
ど
に
も
見
え
る
も
の
の
、『
一
条
摂
政
御
集
』
以
前
の

用
例
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
一
二
〇
番
歌
は
一
一
九
番
歌
「
あ
か
つ
き

に
な
く
ゆ
ふ
つ
げ
の
わ
が
こ
ゑ
に
お
と
ら
ぬ
音
を
ぞ
鳴
き
て
か
へ
り
し
」
の
返

歌
で
あ
る
た
め
、
一
一
九
番
歌
を
元
に
し
て
詠
ま
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

一
六
七
番
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
語
句
が
、
位
置
も
含
め
て
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

一
七
八
番
歌
は
「
あ
な
た
に
知
ら
れ
な
い
身
と
思
え
ば
、
明
け
方
の
鳥
と
共

に
泣
け
て
く
る
こ
と
だ
」
と
解
せ
る
。
一
方
、
一
二
〇
番
歌
は
「
明
け
方
の
ふ

と
目
が
覚
め
た
折
り
の
耳
で
聞
い
た
な
ら
ば
、
鳥
以
外
の
声
は
し
な
か
っ
た
」

と
解
釈
で
き
、
明
け
方
に
鳥
が
鳴
い
て
い
る
景
が
同
じ
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
で
一
一
九
番
歌
の
詞
書
に
「
さ
て
き
た
る
に
え
あ
ふ
ま
じ
き
や
う
あ
り
て
、

か
へ
り
て
つ
と
め
て
」
と
あ
り
、
相
手
の
所
に
来
た
も
の
の
、
会
え
ず
に
帰
っ

た
状
況
で
帰
っ
た
早
朝
に
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
分
か
る
。
一
方
、
一
七
八
番
歌
の

「
人
し
れ
ぬ
」
は
『
注
釈
』
や
『
平
安
私
家
集
』
で
は
相
手
に
知
っ
て
も
ら
え

な
い
意
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
押
さ
え
て
一
七
八
番
歌
と

一
一
九
・
一
二
〇
番
歌
と
を
対
照
す
る
と
、
男
が
女
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
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い
う
状
況
が
似
通
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
一
七
八
番

歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
一
一
九
・
一
二
〇
番
歌
を
参
照
し
、
状
況
を
想
起
さ

せ
な
が
ら
詠
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
伊
尹
歌
と
『
信
明
集
』
歌
を
比
較
し
て
き
た
。
一
七
五
番
歌
の
よ
う

に
語
句
が
位
置
ま
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
歌
が
確
認
で
き
た
一
方
で
、
一
七
八
番
歌

の
よ
う
に
贈
答
歌
と
し
て
ま
と
め
て
見
た
可
能
性
が
あ
る
歌
も
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
用
い
て
い
る
語
句
は
他
の
用
例
も
確
認
で

き
た
も
の
の
、
歌
意
や
詠
歌
状
況
の
共
通
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、『
信
明
集
』

の
歌
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
同
じ
語
句

が
詠
み
込
ま
れ
た
歌
だ
け
で
な
く
、
対
と
な
る
歌
を
も
見
て
い
た
可
能
性
が
指

摘
で
き
、
贈
答
歌
と
し
て
参
照
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
信
明
は
中
務
の
夫
で

あ
り
、『
信
明
集
』
に
は
中
務
と
の
贈
答
歌
が
多
く
入
集
し
て
い
る
。
今
回
取

り
上
げ
た
二
首
も
、
中
務
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
歌
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
伊
尹
は
、
同
時
代
の
歌
人
の
歌
を
見
る
に
あ
た
っ
て
、
親
類
を
辿
っ

て
見
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

三　

第
二
部
に
お
け
る
配
列
意
識

第
二
部
で
は
哀
傷
歌⑺
を
始
め
、
恋
の
歌
や
離
別
歌
、
四
季
の
歌
が
配
置
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
四
季
の
歌
と
分
類
し
た
も
の
は
、
別
本
『
本
院
侍
従
集
』
の

部
分
以
外
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め⑻
、
第
二
部
で
は
哀
傷
歌
、
恋
の
歌
、
離

別
歌
、
雑
歌
の
四
種
類
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
大
半
を
恋
の
歌
が
占
め
る

一
方
で
哀
傷
歌
は
九
首
見
ら
れ
、
離
別
歌
や
雑
歌
と
比
べ
る
と
、
四
六
番
歌
か

ら
四
八
番
歌
、
五
〇
番
歌
、
五
二
番
歌
か
ら
五
五
番
歌
と
前
半
部
に
偏
っ
て
並

ん
で
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
が
、
い
ず
れ
も
詠
歌
状
況
と
贈
答
相
手
が
明
確
で

あ
り
、
あ
る
程
度
時
系
列
に
沿
っ
た
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
以
後
、
こ
の
九
首

を
哀
傷
歌
的
歌
群
と
呼
ぶ
。

私
家
集
の
基
本
的
な
形
式
は
、
屛
風
歌
な
ど
の
晴
れ
の
歌
か
ら
始
ま
る
と
さ

れ
る
。
第
二
部
を
部
分
ご
と
で
は
な
く
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
見
た
場
合
、
そ
の

構
成
は
一
般
的
な
私
家
集
を
意
識
し
て
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。同

時
代
や
近
時
代
の
私
家
集
の
巻
頭
歌
を
、
身
分
や
性
別
ご
と
に
分
類
し
て

表
一
～
三
に
整
理
し
た⑼
。

【
表
一　

専
門
的
歌
人
の
私
家
集
の
冒
頭
の
分
類
】

分
類

私
家
集
名

春
の
歌

基
俊
集
、
公
任
集
、
清
原
元
輔
集
［
前
田
尊
閣
蔵
］、
源
兼
澄
集
、
遍
昭
集
、

深
養
父
集
、
大
弐
高
遠
集
、
能
因
集
、
能
宣
集
、�

重
之
の
子
の
僧
集

夏
の
歌

忠
岑
集

恋
の
歌

小
野
篁
集
、
惟
成
弁
集
、
道
信
集
、
敦
忠
集

屛
風
歌

貫
之
集
、
隆
信
集
、
恵
慶
集
、
大
中
臣
頼
基
集

歌
合

源
道
済
集
、
清
原
元
輔
集
［
歌
仙
家
集
本
］、
経
衡
集

題
詠

匡
衡
集

賀

公
忠
集
、
兼
盛
集

雑
歌

長
能
集

生
活
詠

為
頼
集

羈
旅
歌

重
之
集
、
増
基
法
師
集
（
※
冒
頭
部
分
の
後
は
秋
の
歌
）

離
別
歌

実
方
集

哀
傷
歌

信
明
集
、
仲
文
集
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【
表
二　

身
分
が
高
い
人
の
私
家
集
の
冒
頭
の
分
類
】

分
類

私
家
集
名

春
の
歌

定
頼
集
、
清
慎
公
集

恋
の
歌

小
野
宮
殿
実
頼
集
、
元
良
親
王
集
（
※
冒
頭
部
分
の
後
も
恋
の
歌
）

雑
歌

九
条
殿
師
輔
集
、
御
堂
関
白
集

【
表
三　

女
流
歌
人
の
私
家
集
の
冒
頭
の
分
類
】

分
類

私
家
集
名

春
の
歌

重
之
女
集
、
式
子
内
親
王
集
、
馬
内
侍
集
、
和
泉
式
部
集
、
小
侍
従
集
、
小

大
君
集
、
大
斎
院
前
の
御
集
、
四
条
宮
下
野
集

秋
の
歌

赤
染
衛
門
集
、
相
模
集
［
異
本
］

恋
の
歌

檜
垣
媼
集
、
本
院
侍
従
集
、
伊
勢
集
（
※
冒
頭
部
分
の
後
は
屛
風
歌
）、
伊

勢
大
輔
集
、
斎
宮
女
御
集
（
※
本
人
の
詠
で
は
な
い
）

屛
風
歌

相
模
集
［
流
布
本
］、
中
務
集

羈
旅
歌

小
馬
命
婦
集

離
別
歌

紫
式
部
集
、
土
御
門
院
女
房

雑
歌

相
如
集

い
ず
れ
の
私
家
集
を
見
て
も
冒
頭
に
哀
傷
歌
が
置
か
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

く
、
一
般
的
な
形
態
だ
っ
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
部
は
、
こ

の
中
で
は
『
信
明
集
』
や
『
仲
文
集
』
に
形
態
が
近
い
と
言
え
よ
う
。

第
二
部
の
形
態
が
『
信
明
集
』
と
『
仲
文
集
』
に
近
い
こ
と
を
確
認
し
た
と

こ
ろ
で
、
こ
の
二
作
品
と
冒
頭
を
比
較
す
る
。

【
信
明
集
（
正
保
版
歌
仙
家
集
本
）】

　
　
　
　
　

亭
子
院
う
せ
さ
せ
給
ひ
つ
る
御
ぶ
く
に
て

一　
　

去
年
の
春
枝
に
て
を
り
し
藤
の
花
こ
ろ
も
に
き
ん
と
思
ひ
け
ん
や
は

　
　
　
　
　

ま
た
の
と
し
御
は
て
に

二　
　

故
郷
の
梢
の
も
み
ぢ
秋
は
て
て
お
の
が
ち
り
ぢ
り
な
る
が
わ
び
し
さ

　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

朱
雀
院
う
せ
さ
せ
給
ひ
て
け
る
時

四
六　

か
な
し
さ
の
月
日
に
そ
へ
て
今
よ
り
は
我
が
身
ひ
と
つ
に
と
ま
る
べ

き
か
な

　
　
　
　
　

御
い
み
は
て
て
人
人
い
で
け
る
日

四
七　

し
ぐ
れ
つ
つ
梢
は
こ
こ
に
う
つ
る
と
も
露
に
お
く
れ
し
秋
は
忘
れ
じ

『
信
明
集
』
は
一
、
二
番
歌
が
哀
傷
歌
で
、
三
番
歌
以
降
は
屛
風
歌
で
あ
る
。

島
田
良
二
氏
は
『
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究
』
で
、「
１
・
２
番
歌
は
哀
傷
歌
で
、

こ
の
二
首
は
46
番
歌
の
前
に
位
置
す
る
と
、
３
～
45
番
歌
ま
で
の
屛
風
歌
が
冒

頭
歌
群
に
な
り
、
次
に
哀
傷
歌
四
首
が
続
い
て
、
構
成
の
破
綻
が
な
い
。
そ
う

い
う
錯
簡
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る⑽
」
と
述
べ
て
い
る
。
正
保
版
歌
仙
家
集
本

に
限
る
が
、
屛
風
歌
の
後
に
哀
傷
歌
が
続
く
形
態
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
一
、

二
、
四
六
、
四
七
番
歌
を
一
つ
の
歌
群
と
し
て
見
た
場
合
、
亭
子
院
や
朱
雀
院

と
い
っ
た
高
貴
な
身
分
の
人
物
が
亡
く
な
っ
た
際
の
哀
傷
歌
が
配
置
さ
れ
て
い

る
た
め
、
哀
傷
歌
で
あ
る
と
同
時
に
公
的
な
要
素
を
持
つ
歌
と
見
ら
れ
る
。

次
に
『
仲
文
集
』
を
確
認
す
る
。

【
仲
文
集
（
書
陵
部
蔵
本
）】

け
さ
う
じ
侍
り
け
る
女
の
ち
ぎ
り
て
侍
り
け
る
が
、
な
く
な
り
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に
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し
く
て
、
女
の
は
ら
か
ら
の
も
と
へ
い

ひ
や
り
け
る

一　
　

な
が
れ
て
と
ち
ぎ
り
し
こ
と
は
ゆ
く
さ
き
の
な
み
だ
の
う
へ
を
い
ふ

に
ざ
り
け
る

『
仲
文
集
』
の
一
番
歌
は
『
小
町
集
』
を
始
め
『
新
後
拾
遺
集
』『
金
玉
集
』『
三

十
六
人
撰
』『
三
十
人
撰
』
に
入
集
し
て
い
る
。『
私
家
集
全
釈
叢
書
22　

藤
原

仲
文
集
全
釈
』
で
は
こ
れ
に
触
れ
て
「
こ
の
巻
頭
歌
は
、
仲
文
集
と
そ
れ
ほ
ど

時
代
が
変
わ
ら
な
い
頃
か
ら
、
仲
文
の
代
表
歌
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
か
ら
、
歌
壇
の
大
御
所
と
も
言
う
べ
き
公
任

に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る⑾
」
と
あ
る
。
ま
た
『
仲
文
集
』
に
は

一
番
歌
の
後
に
哀
傷
歌
と
も
解
釈
で
き
る
歌
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
四
番
歌

で
あ
る
。

本
来
は
一
番
歌
の
後
に
配
列
さ
れ
て
い
た
の
が
二
三
番
歌
の
後
に
竄
入
し
た

り
、
歌
の
種
類
で
は
な
い
配
列
を
試
み
た
り
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
竄
入
の
可
能
性
を
除
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
哀
傷
歌
を
冒

頭
に
置
く
と
い
う
意
識
は
見
出
し
難
い
。
む
し
ろ
仲
文
を
象
徴
す
る
歌
を
置
く

と
い
う
意
図
で
配
列
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
竄
入
に
つ
い
て
も
『
藤
原

仲
文
集
全
釈
』
で
は
そ
の
指
摘
は
見
ら
れ
ず
、
二
五
番
歌
が
二
四
番
歌
の
返
歌

と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
『
仲
文
集
』
は
意
識
し
て
哀
傷
歌
を
巻
頭
に
配
置
し
た
と

は
考
え
難
く
、
第
二
部
の
編
纂
意
識
と
は
異
な
る
意
図
で
編
ま
れ
た
歌
集
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
『
信
明
集
』
は
、
島
田
氏
の
指
摘
す
る
形
態
を
原
形
と

見
て
、
屛
風
歌
の
歌
群
を
冒
頭
部
分
と
捉
え
た
場
合
、
冒
頭
部
分
の
後
に
哀
傷

歌
が
続
く
形
態
が
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
信
明
集
』
の
形
態
は
類
似

点
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

他
の
私
家
集
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
、
第
二
部
の
哀
傷
歌
的
歌
群
を
確
認
す

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
哀
傷
歌
的
歌
群
は
九
首
あ
る
が
、
そ
れ
を
時
間
軸
や
贈

答
相
手
ご
と
に
整
理
す
る
と
表
四
に
な
る
。

【
表
四　

各
哀
傷
歌
の
詠
歌
状
況
】

歌
番
号

亡
く
な
っ
た
時
期

亡
く
な
っ
た
人
物

四
二

天
暦
六
年
（
九
五
二
）

本
院
の
女
御
（
藤
原
慶
子
）

四
六
～
四
八

天
暦
九
年
（
九
五
五
）

野
内
侍
（
野
宰
相
娘
）

五
〇

天
慶
六
年
（
九
四
三
）

藤
原
敦
忠

五
二
～
五
五

康
保
三
年
（
九
七
二
）
二
月
五
日
以
降

藤
原
惟
賢

五
二
～
五
五
番
歌
の
詠
歌
年
次
は
、
厳
密
に
は
分
か
ら
な
い
。『
注
釈
』
に

は
「
惟
賢
の
卒
時
は
正
確
に
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
康
保
三
年
正
月
以
降
の
こ
と
と

考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
他
、
補
注
に
「
五
二
、
五
三
の
歌
に
『
ほ
と
と
ぎ
す
』

の
語
が
よ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
初
夏
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

ま
た
同
補
注
で
は
『
拾
遺
集
』
二
八
九
番
歌
に
次
の
歌
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
詠
者
の
「
藤
原
の
ぶ
か
た
」
が
伊
尹
の
次
男
の
惟
賢
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
康
保
三
年
正
月
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
長
沼
英
二
氏
は
、
こ
の
藤
原
惟
賢
は
伊
尹
の
次
男
で
は
な
い
と
指
摘

し
て
い
る⑿
。
更
に
長
沼
氏
は
、『
拾
遺
集
』
二
八
九
番
歌
の
詠
歌
年
次
が
『
大

日
本
史
料
』
に
よ
る
と
康
保
三
年
二
月
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
ま
で

の
生
存
を
確
認
し
て
い
る
。
加
え
て
惟
賢
が
右
兵
衛
佐
の
ま
ま
死
ん
だ
と
推
測

し
、
惟
賢
の
没
後
す
ぐ
に
右
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
の
記
録
を
考
慮
し
て

「
藤
原
惟
賢
は
康
保
三
年
四
月
一
五
日
以
前
の
初
夏
の
あ
る
日
に
死
出
の
旅
に
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上
っ
た
と
考
え
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
今
回
は
多
く
の
指
摘
が
見
ら
れ
る

『
拾
遺
集
』
二
八
九
番
歌
の
詠
歌
年
次
を
参
考
に
、
藤
原
惟
賢
の
亡
く
な
っ
た

時
期
を
康
保
二
月
五
日
以
降
と
し
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
詠
歌
年
次
を
確
認
す
る
と
、
五
〇
番
歌
の
み
時
間
が
や
や

前
後
す
る
が
、
他
は
概
ね
時
系
列
に
沿
っ
て
い
る
。
ま
た
亡
く
な
っ
た
人
物
や

贈
答
相
手
が
明
確
で
あ
る
。
ま
た
五
〇
番
歌
以
外
は
亡
く
な
っ
た
人
物
に
つ
い

て
、
そ
の
周
辺
人
物
に
死
を
悼
み
い
た
わ
る
旨
の
和
歌
を
詠
み
送
っ
て
お
り
、

哀
傷
歌
が
公
的
、
つ
ま
り
晴
れ
の
歌
の
性
質
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

一
四
四
番
歌
は
、
詞
書
に
「
ち
ち
お
と
ど
い
せ
て
給
て
の
こ
ろ
、
は
ぎ
に
さ
し

て
」
と
あ
り
、
父
師
輔
が
亡
く
な
っ
た
時
期
に
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
恋
の
歌

を
詠
み
贈
っ
た
と
分
か
る
。
こ
の
歌
は
哀
傷
歌
の
要
素
を
持
ち
つ
つ
も
、
恋
の

歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
四
二
番
歌
の
贈
答
相
手
の
本
院
侍
従
は
、
伊
尹

と
男
女
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
注
釈
』
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
伊
尹

と
贈
答
相
手
と
の
関
係
は
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
二
番
歌
か
ら
恋
の
歌

の
要
素
は
見
出
し
難
く
、
本
院
の
女
御
の
卒
去
を
哀
悼
す
る
内
容
と
見
て
取
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
院
侍
従
と
伊
尹
が
普
段
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
て
も
、

四
二
番
歌
は
公
的
な
も
の
と
し
て
詠
ん
だ
歌
だ
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、

晴
れ
の
歌
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
と
捉
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
四
六

～
四
八
番
歌
、
五
〇
番
歌
、
五
二
～
五
五
番
歌
で
も
言
え
る
と
考
え
る
。

以
上
、
哀
傷
歌
的
歌
群
を
見
て
き
た
。
第
二
部
は
、
冒
頭
に
哀
傷
歌
が
ま
と

ま
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
私
家
集
に
は
見
出
し
難
い
変
則
的
な

形
態
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
哀
傷
歌
的
歌
群
は
公
的
な
要
素
を
持
つ
と
考
え

得
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
詠
歌
状
況
に
加
え
て
、『
信
明
集
』
の
一
、
二
、
四
六
、

四
七
番
歌
の
四
首
を
見
て
も
、
当
時
哀
傷
歌
が
公
的
な
要
素
を
持
ち
得
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

『
伊
勢
集
』
の
、
物
語
的
冒
頭
部
分
の
後
に
公
的
な
歌
が
続
く
形
態
は
、『
一

条
摂
政
御
集
』
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
第
一
部
が
『
伊
勢
集
』
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
は
、
今
ま
で
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形

態
の
面
で
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
第
二
部
の
形
態
の
面
で
は
屛
風
歌
を
置
く
『
伊
勢
集
』
よ
り
も
『
信

明
集
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
伊
尹
は
身
分

の
高
さ
故
に
、
屛
風
歌
の
よ
う
な
公
的
な
歌
を
詠
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
身
分
の
高
い
人
物
が
屛
風
歌
を
詠
む
機
会
が
皆
無
だ
っ
た
と
は
考
え
難

い
。
例
え
ば
、
藤
原
彰
子
入
内
の
折
の
屛
風
歌
詠
進
で
は
、
花
山
院
を
始
め
藤

原
公
任
、
藤
原
実
資
、
藤
原
斉
信
、
藤
原
行
成
な
ど
大
臣
相
当
の
人
物
も
が
屛

風
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
伊
尹
が
生
存
し
て
い
た
頃
は
、
そ
の
よ
う
な

機
会
は
な
か
っ
た
と
考
え
得
る
。
伊
尹
が
生
存
し
て
い
た
延
長
二
年
か
ら
天
禄

三
年
の
前
後
の
勅
撰
集
や
私
家
集
を
確
認
す
る
と
、
三
代
集
で
は
『
拾
遺
集
』

が
最
も
多
く
屛
風
歌
を
見
ら
れ
る
。
中
で
も
貫
之
は
入
集
歌
数
が
最
多
で
あ
り
、

四
十
六
首
を
確
認
で
き
た
も
の
の
、
大
臣
相
当
の
位
階
の
時
に
屛
風
歌
を
詠
ん

で
い
る
用
例
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
表
二
で
取
り
上
げ
た
私
家

集
か
ら
は
屛
風
歌
が
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
伊
尹
が
生
存
し
て
い
た
頃

は
、
身
分
の
高
い
人
が
屛
風
歌
を
詠
む
機
会
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
伊
尹
は
屛
風
歌
の
よ
う
な
公
的
な
歌
を
詠
む
こ
と
が
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
屛
風
歌
の
後
に
哀
傷
歌
が
続
く
『
信
明
集
』
の
形
態
に
着

目
し
、
詠
ん
で
い
な
い
屛
風
歌
以
外
の
形
態
に
倣
っ
て
、
第
二
部
の
冒
頭
を
作

り
上
げ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
第
二
部
が
他
撰
で
あ
っ
て
も
、
編

者
は
伊
尹
に
近
い
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
伊
尹
は
井
殿
と

関
係
が
あ
り
、
井
殿
の
母
親
が
中
務
で
、
中
務
が
源
信
明
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
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と
か
ら
、
伊
尹
及
び
そ
の
周
辺
が
『
信
明
集
』
を
見
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に

高
い
。
物
語
的
冒
頭
部
分
の
作
り
方
を
『
伊
勢
集
』
に
倣
い
、
歌
集
の
一
つ
の

型
と
し
て
『
信
明
集
』
の
形
態
を
基
に
す
る
こ
と
で
、
歌
人
と
し
て
の
専
門
性

や
格
を
歌
集
に
持
た
せ
る
と
同
時
に
、
仮
託
と
い
う
手
段
で
差
異
を
出
し
、
歌

物
語
的
冒
頭
部
分
を
持
つ
私
家
集
の
一
つ
の
型
を
改
め
て
作
り
上
げ
た
と
言
え

よ
う
。
内
容
面
だ
け
で
な
く
形
態
に
も
着
目
す
る
こ
と
で
、『
伊
勢
集
』
か
ら

始
ま
る
私
家
集
の
形
態
の
流
れ
も
辿
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

伊
尹
歌
を
『
古
今
集
』『
後
撰
集
』『
信
明
集
』『
中
務
集
』
の
四
作
品
と
照

ら
し
合
わ
せ
、
影
響
の
受
け
方
を
再
検
討
し
た
。『
古
今
集
』
の
影
響
を
窺
え

る
歌
は
、
本
歌
の
語
句
だ
け
で
な
く
歌
意
を
踏
ま
え
た
り
、
技
巧
や
構
成
を
も

取
り
入
れ
た
り
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
伊
尹
に
と
っ
て
『
古
今
集
』
は
教

本
の
よ
う
な
立
場
を
築
い
て
い
た
と
考
え
た
。
一
方
『
後
撰
集
』
は
、
本
歌
の

語
句
を
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
の
、
歌
意
や
構
成
を
踏
ま
え
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
歌
は
少
な
か
っ
た
た
め
、
新
た
な
表
現
を
見
出
す
た
め
の
手
段
と
伊
尹
が

捉
え
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
『
信
明
集
』『
中
務
集
』
を
、『
後

撰
集
』
と
同
様
に
新
た
な
表
現
を
得
る
た
め
に
見
て
い
た
と
推
測
し
た
。

ま
た
第
二
部
の
形
態
が
哀
傷
歌
を
冒
頭
に
配
置
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
た
。

そ
し
て
そ
の
形
態
が
同
時
代
や
近
時
代
の
他
の
私
家
集
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
を
確
認
し
、『
信
明
集
』
に
よ
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
を

踏
ま
え
て
、『
一
条
摂
政
御
集
』
は
『
伊
勢
集
』
の
よ
う
な
物
語
的
冒
頭
部
分
と
、

『
信
明
集
』
の
よ
う
な
形
態
を
併
せ
持
つ
こ
と
で
、
歌
人
と
し
て
の
格
と
物
語

的
要
素
を
持
つ
私
家
集
の
一
つ
の
型
を
築
い
た
と
考
え
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
一
条
摂
政
御
集
』
は
表
現
や
構
成
に
お
い
て
は
『
古

今
集
』
歌
の
流
れ
を
汲
み
、『
後
撰
集
』『
中
務
集
』
と
い
っ
た
同
時
代
の
歌
人

の
表
現
を
取
り
入
れ
た
歌
が
詠
ま
れ
、『
伊
勢
集
』
と
『
信
明
集
』
の
要
素
と

形
態
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
た
。

な
お
、
本
稿
で
は
歌
の
本
文
引
用
及
び
歌
番
号
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
私
に
傍
線
と
波
線
を
付
し
た
。
ま
た
歌
集
名
は

『
古
今
集
』
な
ど
の
省
略
形
を
用
い
た
。

注
⑴　

平
安
文
学
輪
読
会
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』（
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
）

⑵　

犬
養
廉
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28　

平
安
私
家
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九

四
年
）

⑶　

遠
藤
由
紀
「『
一
条
摂
政
御
集
』
研
究
―
藤
原
伊
尹
の
和
歌
―
」（
北
海
道
教
育
大

学
札
幌
分
校
国
文
学
第
二
研
究
室
『
国
文
学
研
究
叢
書
７
和
歌
と
説
話
文　

学
篇

Ⅱ
』
一
九
九
一
年
五
月
）

⑷　

片
桐
洋
一
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
６　

後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
〇
年
）

⑸　

小
島
憲
之
他
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５　

古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
九
年
）

⑹　

高
野
晴
代
他
「
中
務
集
注
釈
（
三
）」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要
文
学
部
』
六
〇
巻
、

二
〇
一
一
年
三
月
）

⑺　

本
論
で
は
、
人
の
死
を
哀
悼
し
た
り
、
悲
嘆
す
る
人
を
慰
め
い
た
わ
っ
た
り
す
る

内
容
の
歌
を
哀
傷
歌
と
見
る
。

⑻　

一
五
二
番
歌
か
ら
一
六
四
番
歌
は
、
別
本
『
本
院
侍
従
集
』
が
混
入
し
た
部
分
で

あ
る
と
『
注
釈
』
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑼　

今
回
は
大
臣
よ
り
低
い
身
分
の
男
性
を
専
門
的
歌
人
、
大
臣
相
当
の
官
位
に
叙
さ

れ
た
人
物
や
皇
族
の
男
性
を
身
分
が
高
い
人
、
女
性
を
女
流
歌
人
と
し
て
取
り
上
げ



― ―12

た
。
分
類
は
そ
れ
ぞ
れ
の
私
家
集
の
注
釈
書
を
参
考
に
、
筆
者
が
行
っ
た
。
ま
た
諸

本
で
巻
頭
歌
が
異
な
っ
た
作
品
は
系
統
を
付
し
て
そ
れ
ぞ
れ
記
し
、
物
語
的
冒
頭
部

分
を
持
つ
作
品
は
そ
の
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
歌
の
分
類
も
載
せ
た
。
な
お
『
為
頼

集
』
は
詞
書
が
な
い
こ
と
に
加
え
、『
私
家
集
全
釈
叢
書
14　

為
頼
集
全
釈
』（
風
間

書
房
、
一
九
九
四
年
）
に
「
何
か
特
別
な
感
興
を
お
ぼ
え
た
折
の
生
活
詠
」
と
あ
っ

た
た
め
、
そ
れ
を
元
に
生
活
詠
に
区
分
し
た
。

⑽　

島
田
良
二
『
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
八
年
）

⑾　

片
桐
洋
一
他　

私
家
集
全
釈
叢
書
22
『
藤
原
仲
文
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
一
九

九
八
年
）

⑿　

長
沼
英
二
「『
一
条
摂
政
御
集
』
五
二
・
五
三
番
歌
の
詠
歌
年
次
に
つ
い
て
」（『
二

松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
第
三
五
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）

受　

贈　

雑　

誌
（
一
）

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究�

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専
攻

愛
知
県
立
大
学
説
林�

愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文�

愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会

愛
知
大
學
國
文
學�

愛
知
大
學
國
文
學
會

愛
文�

愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
会

青
山
語
文�

青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会

宇
大
国
語
論
究�

宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会

歌
子�

実
践
女
子
短
期
大
学
部
日
本
語
コ
ミ

�

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
研
究
室

愛
媛
国
文
研
究�

愛
媛
国
語
国
文
学
会

�

愛
媛
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語

�

部
会

愛
媛
国
文
と
教
育�

愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会

大
妻
国
文�

大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会

大
妻
女
子
大
学
紀
要�

大
妻
女
子
大
学

大
妻
女
子
大
学
草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研�

大
妻
女
子
大
学
草
稿
・
テ
キ
ス
ト
研

究
所
研
究
所
年
報�

究
所

岡
大
国
文
論
稿�

岡
山
大
学
言
語
国
語
国
文
学
会

お
茶
の
水
女
子
大
学
國
文�

お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

香
川
大
学
国
文
研
究�

香
川
大
学
国
文
学
会

学
芸
国
語
国
文
学�

東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会


