
日
本
詩
の
詩
形
が
い
ま
だ
確
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

日
本
文
学
に
と
っ
て
ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
あ
る
が、

こ
の
お
そ
ら
く
わ
が
文

学
史
上
最
大
の
欠
如
に
つ
い
て、

そ
れ
を
憂
え
る
声
を
開
か
な
い
。

日
本
文

学
研
究
の
根
本
課
題
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
焦
媒
が
み
え
な
い
。

わ
が
国
の
伝
統
詩
歌
の
ス
タ
イ
ル
は、

古
来
歌
体
と
よ
ば
れ
て
区
別
さ
れ

て
き
た。

短
歌
な
ら
ば
五
七
五
七
七、

旋
頭
歌
で
あ
れ
ば
五
七
七
五
七
七
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に。

あ
る
い
は
こ
う
し
た
句
の
も
つ
音
数
と
そ
の
並
び
を

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
詩
歌
の
峻
別
が
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
形
を
は
っ
き
り
と
と
ら

え
え
た
か
の
よ
う
な
筋
述
い
の
滴
足
惑
を
人
び
と
に
与
え
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

と
す
れ
ば、

日
本
詩
の
詩
形
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
さ
え

い
ま
は
認
識
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

歌
体
と
い
う
語
は
文
学
史
叙
述
に
は
不
可
欠
の
概
念
で
あ
る
が、

実
の
と

こ
ろ
そ
の
外
延
に
あ
る
の
は
詩
の
形
で
は
な
く、

歌
の
体
で
さ
え
な
い
。

万

七
五
七
七
が
短
歌
と
い
う
韻
文
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
の
は、

ま
さ
に

詩
形
が
み
え
な
い

日
本
詩
の
リ
ズ
ム
と
単
位
音
数

ー
明
治
二
十
年
代
の
諸
論
か
ら
1

小
節
ご
と
の
音
符
数
だ
け
で
は
楽
曲
の
姿
が
み
え
て
こ
な
い
の
と
同
じ
で
あ

る。

部
屋
の
数
や
柱
の
数
だ
け
で
は
家
屋
の
様
子
も
屋
根
の
形
状
も
わ
か
ら

ず、

年
齢
だ
け
で
は
そ
の
人
の
生
涯
の
歩
み
が
み
え
て
こ
な
い
の
に
等
し
い
。

詩
形
が
「
み
え
な
い
」

と
言
い
、

韻
文
の
「
姿」

と
言
っ
た
が、

む
ろ
ん

そ
れ
は
視
党
の
対
象
で
は
な
い
。

韻
文
と
い
い
、

詩
と
い
い
、

歌
と
い
い
、

(
1)

 

そ
の
形
・

姿
と
は
詩
句
の
視
党
上
の
像
で
は
な
く、

聴
従
的
な
様
態
で
あ
る。

つ
ま
り、

日
本
詩
の
詩
形
と
は
日
本
詩
の
リ
ズ
ム
で
あ
り、

端
的
に
い
え
ば

五
音
と
七
音
か
ら
な
る
各
句
の
音
律
的
な
構
造、

そ
し
て
こ
れ
ら
各
音
の
音

律
上
の
あ
り
方
や
関
係
で
あ
る。

詩
形
が
み
え
な
い
と
い
う
の
は、

そ
れ
が

み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り、

み
え
ぬ
ま
ま
に
や
り
過
ご
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る。

日
本
詩
の
詩
形
に
つ
い
て
の
認
識
は
そ
の
よ
う
な
誘
く
べ
き
状
況
に
あ
る

が、
一

方
す
で
に
明
治
二
十
年
代
に
は、
後
述
す
る
よ
う
に、
「
哲
學
會
雑
誌
j

（
「
哲
學
雑
誌」
）

や
「
早
稲
田
文
學」

の
誌
上
に
お
い
て
日
本
詩
の
詩
形
を

見
定
め
よ
う
と
す
る
真
摯
で
ス
リ
リ
ン
グ
な
議
論
が
文
学
者
の
み
な
ら
ず
心

理
学
者
や
哲
学
者
ら
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
は
実
に
幾
煎

寺

柚

雅

人
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に
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る 。
「
日
本
韻
文
の
形
鉢
に
就
き
て」 、
「
國
詩
の

形
式
に
就
い
て」
と
い
っ
た
論
題
を
な
が
め
る
だ
け
で
も 、
詩
形
の
欠
如
を

欠
如
と
し
て
憂
え
る
ま
と
も
さ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う 。
今

日
と
は
実
に
対
照
的
な
状
況
が
存
在
し
た
と
い
え
る 。

こ
れ
ら
の
諸
論
は
い
ず
れ
も
「
國
詩」
の
音
律
原
理
を
追
究
し 、
そ
の
形

態
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た 。
そ
し
て
い
ず
れ
も 、
日
本
詩
の

最
小
の
音
律
単
位
は 、
句
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
五
音・
七
音
な
の
か 、
さ
ら

に
そ
れ
ら
を
細
分
し
て
二
音 、
一
-

1

音 、
四
音
と
い
っ
た
単
位
音
数
を
設
定
で

き
る
の
か 、
と
い
っ
た
問
題
に
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
っ
て
い
る 。
そ
れ
は 、
日

本
詩
の
形
を
と
ら
え
る
に
は
不
可
欠
の
議
論
で
あ
っ
た 。

単
位
音
数
の
探
求

明
治
十
五
年
刊
行
の
「
新
骰
詩
抄」
は 、
そ
れ
ま
で
わ
が
国
で
広
く
行
わ

れ
て
き
た
和
歌
や
川
柳
や
漢
詩
を
否
定
し 、
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
詩
の

表
現
形
式
を
求
め
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が 、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た「
新

骰」
は 、
著
者
の
一
人
で
あ
る
外
山
正一
が
そ
の
序
に
自
ら
言
う
よ
う
に
「
古

来
の
長
歌
流
新
骰」
と
し
か
よ
べ
な
い 、
あ
る
い
は
「
新
憫」
と
よ
ぶ
こ
と

さ
え
憚
ら
れ
る
代
物
で
あ
っ
た 。
た
と
え
ば 、
矢
田
部
良
吉
「
シ
ェ
ー

ク
ス

ピ
ー

ル
氏
ハ
ム
レ
ッ
ト
中
の一
段」
は 、
「
な
が
ら
ふ
ぺ
き
か
但
し
又
／
な

が
ら
ふ
べ
き
に
非
る
か．．．
 」
と
始
ま
っ
て
こ
の
調
子
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ

て
い
る 。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
著
者
た
ち
が
忌
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旧
態

依
然
の
七
五
調
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た 。

こ
れ
は
日
本
詩
に
お
け
る
五
音

：七
音
の
強
い
拘
束
力
を
象
徴
的
に
語
る

出
来
事
で
あ
っ
た
が 、
そ
の
後 、「
新
骰
詩
抄
j

の
趣
旨
を
承
け
た
「
新
体
詩」

作
成
の
試
み
が
数
多
く
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た 。
「
新
骰
と
名
こ
そ
新
に

聞
ゆ
れ
ど 、
や
は
り
古
骰
の
大
佛
の
法
螺」
（
外
山
正一
の
序
文
内
の一
首）

と
い
う
自
嘲
歌
の
意
味
が 、
こ
の
訳
詩
集
の
読
者
に
も
重
く
の
し
か
か
っ
た

結
果
と
い
え
る
で
あ
ろ
う 。

し
か
し 、
新
体
は
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
た
も
の
の 、
五
音・
七
音
を
超

え
る
成
功
例
は
容
易
に
生
ま
れ
な
か
っ
た 。
そ
う
し
た
な
か
で
涌
き
起
こ
っ

て
き
た
の
が 、
日
本
詩
を
永
く
支
配
し
て
き
た
五
音・
七
音
の
リ
ズ
ム
構
造

へ
の
関
心
で
あ
っ
た 。
つ
ま
り 、
五
音・
七
音
の
音
律
原
理
を
解
明
で
き
れ

ば 、
そ
れ
が
新
詩
形
創
出
に
も
利
用
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た 。

明
治
二
十
年
代
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
日
本
詩
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
意
見
の

応
酬
も
少
な
か
ら
ず
そ
う
し
た
経
綽
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
っ
た 。
吉
田
精

i
は
こ
の
と
き
の
リ
ズ
ム
論
争
を
「
日
本
詩
の
リ
ズ
ム
の
科
学
的
研
究」
と

し
て 、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る 。

日
本
詩
の
リ
ズ
ム
の
科
学
的
研
究
は 、
山
田
美
妙
の
「
日
本
韻
文
論」

あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
り 、

元
良
勇
次
郎 、

芳
賀
矢一

、
米
山
保一＿一
郎 、

伊
藤
武一
郎 、
大
西
祝
等
に
よ
っ
て 、
明
治
1一
十
年
代
に
さ
か
ん
に
論

議
さ
れ
た 。

こ
れ
は
明
治
二
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
に
か
け
て 、
ま
ず
元
良
勇
次
郎
が

で

3)

-
4
}

「「
リ
ズ
ム」
ノ
事」
を
発
表
し 、
続
い
て
山
田
美
妙
が
「
日
本
韻
文
論」
を 、

(
5)
 

さ
ら
に
芳
賀
矢一
が
「
日
本
韻
文
の
形
妹
に
就
き
て」 、
米
山
保
三
郎
が
「
因
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(6)

リ
ズ
ム
-7)

詩
に
就
き
て」、

伊
藤
武
一
郎
が
「
歌
の
律
呂
J、

そ
し
て
飛
後
に
大
西
祝

（
●
）
 

が
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
「
因
詩
の
形
式
に
就
い
て」
を
書
い
て
い
る
こ
と
を

-9)
 

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

山
田
美
妙
の
「
日
本
韻
文
論」
は

日笛均土
友
j

誌
に
八
回
に
わ
た
っ
て

分
載
さ
れ
た
も
の
で、

広
い
角
度
か
ら
日
本
詩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が、

こ
れ
を
除
け
ば
議
論
の
直
接
の
発
端
は
元
良
勇
次
郎
の
「「
リ
ズ
ム」
ノ
事」

．
に
あ
り、

そ
の
テ
ー
マ
は
単
位
音
数
で
あ
っ
た。

後
に
福
士
幸
次
郎
は
「
わ
が
国
に
永
い
あ
ひ
だ
単
位
音
数
と
考
へ
ら
れ
て

来
た
五
音
や
七
音
を
分
解
し
て、
二
音、
三
音、

四
音
を
諧
綱
の
基
礎
を
な

す
音
数
単
位
で
あ
る
と
考
へ
」
た
の
は
「
漸
く
明
治
の
末
期
に
入
っ
て
か
ら

(
10
)
 

の
事」
で、

そ
の
創
始
者
は
岩
野
泡
嗚
で
あ
る
と
述
ぺ、

泡
喝
自
身
も
「
岩

野
泡
嗚
に
至
っ
て、

初
め
て
新
体
詩
界
に
二
音、

三
音
の
脚
が
自
撹
さ
れ
る

様
に
な
っ
た」
と
言
っ
て
自
身
の
先
行
を
誇
っ
て
い
る
が、

少
な
く
と
も
こ

の
元
良
勇
次
郎
に
始
ま
る
明
治
二
十
年
代
の
識
論
の
な
か
で
す
で
に
単
位
音

-
g

数
が
探
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い。

と
こ
ろ
が、

さ
ら
に
詳
細
に
み
て
い
く
と、

佐
佐
木
弘
綱
「
長
歌
改
良

{13-

g
 

論」
に
対
し
て
述
べ
た
山
田
美
妙
の
「
長
歌
改
良
論
を
讀
ん
で」
と
源
し
た

明
治
二
十一
年
の
文
章
の
な
か
に、
「
元
米
い
は
ゆ
る
調
と
い
ふ
も
の
、
そ

の
元
は
三
言
四
言
及
ぴ
五
言
の
三
種
で、
こ
れ
が
言
は
ゞ
調
の
根
で
す」
と

い
う一
節
が
み
え
る。

美
妙
が
こ
こ
で
「
調
の
根」
と
よ
ん
で
い
る
の
は
ほ

か
な
ら
ぬ
単
位
音
数
で
あ
り、
こ
の
こ
と
を
塩
田
良
平
は
は
や
く、
「
新
閥

詩
形
論
の
池
備
操
作
と
し
て
先
歴
的
な
位
憫
を
有
し
て
ゐ
る」
と
評
し
て
も

単
位
音
数
と
は
何
か

日
本
詩
の
特
形
を
と
ら
え
る
に
は
単
位
音
数
の
究
明
が
不
可
欠
だ
と
述
ペ

た
が、

そ
の
探
求
の
咽
矢
は
少
な
く
と
も
明
治
二
十一
年
の
山
田
美
妙
に
ま

で
は
さ
か
の
ほ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

元
良
勇
次
郎
の
「「
リ
ズ
ム」
ノ
研」
を
胡
緒
と
す
る
一
連
の
リ
ズ
ム
綸

議
に
お
い
て、

と
く
に
顕
著
な
対
立
を
み
せ
た
の
は、
こ
の
元
良
の
『
哲
秘

會
雑
誌」

に
示
し
た
単
位
音
数
と
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
年
を
経
て
芳
賀
矢一

が
同
誌
（
こ
の
時
点
で
『
哲
埃
雑
誌」

と
名
称
変
更
し
た）

に
提
示
し
た
単

位
音
数
で
あ
る。

芳
賀
の
論
文
は、

元
良
論
文
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た。

両
者
の
見
解
は
単
位
音
数
の
と
ら
え
方
と
し
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
た

め、

本
税
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り、

両
者
の
対
立
に
絞
っ
て
そ
の
概
略
を

示
す
こ
と
に
す
る。
し
か
し、

こ
れ
以
降
に
も
現
在
の
韻
律
研
究
に
お
い
て

掬
す
べ
き
有
益
な
議
論
が
あ
り、

詳
細
な
考
察
は、

両
者
を
ふ
く
め
て、
い

{
“
―

 

ず
れ
機
会
を
得
て
行
い
た
い。

さ
て、

元
良
勇
次
郎
は
五
音
・
七
音
の
な
か
に
も
「
句
切
リ」
が
存
在
す

る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

例
ヘ
パ
「
み
な
せ
川」
或
ハ
「
さ
く
ら
花」
ノ
如
キ
ハ
三
文
字
ト
ニ
文

字
ノ
合
シ
テ
成
リ
タ
ル
五
文
字
ナ
リ。
「
秋
風
の」
「
白
露
の」
等
ノ
如

キ
ハ
ニ
文
字、
二
文
字一
文
字
ノ
合
シ
テ
成
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ。
七
文

1̂5l
 

い
る
の
で
あ
る。
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字
モ
之
卜
同
ジ
ク
I

-

、
一
、

二、

ニ
ノ
合
シ
テ
成
リ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ。

例
ヘ
バ
「
秋
は
来
る
ら
ん
J'

ノ
如
シ
。

或
ハ
又
三、

二、

ニ
ノ
合
シ
テ

成
リ
タ
ル
モ
ア
リ。
「
櫻
吹
き
ま
き」

或
ハ
「
時
雨
ふ
る
ら
し」

等
ノ

如
シ
。

「
秋
は
来
る
ら
ん
」

に
「
i

-

、
一
、

二、

二
」

の
「
句
切
リ
」

が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら、

こ
の
分
節
は、

付
属
語
を
含
め
て
単
語
が
単
位
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
「
み
な
せ
川」
「
さ
く
ら
花」

が
「
三

文
字
ト
ニ
文
字
ノ
合
シ
テ
成
リ
タ
ル
」

も
の
な
ら
ば、

複
合
語
も
元
の
語
に

よ
っ
て
分
節
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

こ
れ
よ
り
元
良
に
お
い
て
は、

語
に
よ
っ
て、

つ
ま
り
意
味
に
よ
っ
て
分
節
さ
れ
る
も
の
が
単
位
音
数
と
さ

れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し、

芳
賀
矢
一

は、

次
の
よ
う
に
異
を
唱
え
て
い
る
。

余
か
考
に
は
リ
ズ
ム
の
存
す
る
所
が
皿
語
の
句
切
り
の
虚
な
る
ぺ
し
と

は
お
も
は
れ
ず
寧
ろ
陪
語
よ
り
は
蜀
立
な
る
も
の
な
り
と
い
ふ
を
以
て

安
全
な
り
と
す
而
し
て
今
日
吾
人
か
歌
を
唱
誦
す
る
際
に
於
て
自
ら
句

切
り
を
な
す
と
同
様
な
る
句
切
り
を
古
人
も
亦
な
し
た
る
な
ら
ん
と
確

信
し
て
や
ま
ず
今
日
吾
人
か
和
歌
を
朗
詠
す
る
に
賞
り
て
は
五
字
句
は

必
す
三、

二
若
く
は
二、

三
に
分
ち
七
字
句
は
必
す
三
四、

若
く
は
四

三
に
分
ち
て
よ
む
か
如
し
こ
れ
取
も
直
さ
ず
励
歌
の
「
リ
ズ
ム
」

に
は

非
ず
や
と
考
ふ

つ
ま
り
「
韻
文
に
於
て
は
始
め
よ
り
二
三、

三
四
と
其
分
解
す
ぺ
き
培
所

は
定
ま
り
居
り
て
之
に
適
合
せ
る
箪
語
を
投
入
す
れ
は
韻
文
を
な
し
否
ら
さ

れ
は
散
文
と
な
る
も
の
な
り」

と
い
う
考
え
で
あ
る
か
ら、

単
位
音
数
と
し

て
は
二
音、

三
音、

四
音
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る。

芳
賀
に
よ
れ
ば、

五
音
句
な
ら
す
べ
て
「
二、
一
1

-

」

か
「一＿
1、

二
」

と
い

う
二
種、

七
音
句
な
ら
ば
す
べ
て
「一
二、

四」

か
「
四、

三
」

の
二
種
に
分

け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら、

三
句
か
ら
な
る
俳
句
形
式
で
は
八
種、

五
句
の
短
歌
形
式
で
は
三
十
二
種
の
「
異
舛」

を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
な
る。

具
体
的
に
み
る
と、

五
音
句
で
は
「
な
っ
、

草
や」

な
ら
「
二、

三」、
「
む

め
の、

は
な
」

な
ら
ば
「
三、

二
」

と
分
節
さ
れ
る。

七
音
句
で
は
「
家

に、

ゆ
ず
り
の
」

が
「
三、

四
」、
「
つ
は
も
の、

ど
も
か」

が
「
四、
—―-
」

と
分
節
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
は、

あ
ら
か
じ
め
二
種
の
枠
に
意
味
に
よ
る

分
節
が
び
っ
た
り
と
お
さ
ま
る
例
だ
が、

当
然
そ
う
で
な
い
場
合
も
出
て
く

る。

し
か
し、

そ
れ
で
も
強
引
に
二
種
の
い
ず
れ
か
に
分
節
さ
れ
る
と
な
る

と、

た
と
え
ば、
「
元、

日
や」
（
二、

三）、
「
木
が
ら、

し
に
」
（
三、

二）、

「
こ
の
小、

便
は
」
（
四、

三）

と
い
う
よ
う
な
例
が
ど
う
し
て
も
出
現
す

る
こ
と
に
な
る。

「
こ
の
小、

便
は
」

な
ど
の
分
節
の
不
自
然
さ
は、

後
に
米
山
保
三
郎
が

-
g

芳
賀
説
批
判
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
が、

い
ず
れ
に
し
ろ、

芳
賀
説
は
二
音
と一一＿
音、

あ
る
い
は一＿＿
音
と
四
音
の
分
節
の
枠
維
み
に
す
ぺ

て
の
句
を
強
引
に
入
れ
て
し
ま
う
も
の
で、

こ
の
枠
と
意
味
の
分
蹄
が
一

致

し
な
い
場
合
は、

枠
の
方
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

元
良
が
意
味
に
よ

る
分
節
を
重
視
し
た
の
に
対
し、

こ
ち
ら
は
意
味
と
は
異
な
る、

意
味
よ
り

上
位
の
分
節
を
狼
視
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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ち
な
み
に、

元
良
と
芳
賀
の
対
立
に
つ
い
て
は、

す
で
に
久
松
潜
一

が
次

-
8}

に
よ
う
に
整
理
し
て
い
る。

だ
が、

筆
者
は
こ
れ
を
十
分
に
は
肯
う
こ
と
が

で
き
な
い
。

元
良
勇
次
郎
は
「
リ
ズ
ム
ノ
事」
（「
哲
学
会
雑
誌
J、

明
治
二
三
年
七

月）

と
い
う
綸
文
で
心
理
学
的
立
楊
か
ら
ニ
・
一

に
わ
か
れ
る
と
い
う

論
を
た
て
た
が、

そ
れ
は
言
栢
的
意
味
を
淮
れ
た
リ
ズ
ム
論
で
あ
っ
た

の
で、
芳
賀
矢
ー

は
「
日
本
韻
文
の
形
体
に
つ
き
て」
（「
哲
学
会
雑
誌」

明
治
二
五
年
六
月）

と
い
う
論
文
に
よ
っ
て、

言
語
の
意
味
を
考
慇
に

入
れ
て、

ニ
・
三
も
し
く
は
三
•
四
に
わ
け
て
扱
う
べ
き
を
説
い
た。

ま
ず
元
良
が
単
位
音
数
と
し
た
の
は、

単
語
の
音
数
で
あ
っ
た。

し
た

が
っ
て
三
音
で
も
四
音
で
も
五
音
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り、

決
し
て
「
ニ
・

こ

だ
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
「
言
語
的
意
味
を
離

れ
た」

分
節
で
は
な
く、

単
語
に
よ
る
分
節
で
あ
る
か
ら、

逆
に
「
言
語
的

意
味
に
よ
る」

分
節
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
れ
に
対
し
芳

賀
の
「
ニ
・
三
も
し
く
は一＿＿
•
四
」

の
分
節
は、

確
か
に
「
言
語
の
意
味
を

考
慮
に
入
れ
て
」

は
い
る
も
の
の
「
ニ
・
一＿＿
も
し
く
は
三
・

四」

の
分
節
に

適
合
し
な
い
と
き
に
は、
「
言
語
の
意
味」

を
無
視
し
た
分
節
を
行
う
の
で

．

あ
る
か
ら、

こ
こ
に
は
特
別
な
分
節
法
が
存
在
し
て
い
る。

芳
賀
自
身
こ
れ

を
「
姐
語
よ
り
は
猜
立
な
る
も
の
」

と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る。

さ
て、

い
ず
れ
に
し
ろ、
一

方
に
「
言
語
的
意
味
に
よ
る」

分
節
が
存
在

し、

そ
れ
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
る
音
節
群
が
あ
る。

そ
し
て
そ
れ
と
は
別
に

「
言
語
的
意
味
を
離
れ
た
」

分
節
が
存
在
し、

そ
れ
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
る

音
節
群
が
あ
る、

と
い
う
こ
と
は
間
述
い
な
く
い
え
る
で
あ
ろ
う。

元
良
と

芳
賀
は、

明
治
二
十
年
代
の
リ
ズ
ム
諭
議
の
初
発
に
お
い
て、

単
位
音
数
と

よ
ぶ
べ
き
も
の
の
姿
を、

す
く
な
く
と
も
そ
の
一

面
は、

す
で
に
確
実
に
と

ら
え
て
い
た
の
で
あ
る。

で
は、

そ
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か。

前
者
を
と
れ
ば、

芳
賀
矢
ー

が
元

良
説
を
批
判
し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に、
「
其
散
文
と
の
差
異
は
何
の
黙
に

存
ぜ
り
や
と
の
疑
を
止
む
る
能
は
ず」

と
い
う
こ
と
に
当
然
な
る
で
あ
ろ
う

し、

後
者
を
と
る
な
ら
ば、
「
こ
の
小、

便
は
」

と
分
節
す
る
芳
賀
説
に
対

し
て
米
山
保
三
郎
が
言
っ
た
よ
う
に、
「
歌
詠
ス
ル
際
必
ス
五
卜
七
ト
ヲ
ニ、

三。

三、
―
-
。

三、

四。

四、

三。

ト
イ
フ
ヤ
ウ
ニ
碩
ミ
切
ル
様
イ
ハ
レ
タ

レ
ド
モ、

甚
ダ
イ
ハ
レ
ナ
キ
ー
ナ
リ。

ソ
ハ
氏
二
従
ヒ
テ、
「
コ
ノ
小、

便

ハ
」、
「
知
ル
人、

ゾ
シ
ル
」

等
卜
切
リ
テ
誼
ム
ノ
妥
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
見
テ
知
ル

ペ
シ」

と
い
う
こ
と
に
こ
れ
ま
た
当
然
な
る
で
あ
ろ
う。

間
違
い
な
く
二
つ
の
分
節
法
が
存
在
し、

そ
の
一

方
だ
け
を
と
る
こ
と
で

問
題
が
生
ず
る
と
な
れ
ば、

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
生
か
す
し
か
な
い
。

問

題
は
両
者
の
関
係
で
あ
る。

そ
の
ふ
た
つ
の
分
節
力
の
関
係
を
ど
う
見
極
め
る
か
に
つ
い
て
次
節
で
改

め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る。

五
音
と
七
音
か
ら
な
る
定
型
句
に
は、

二
種
の
群
化
・

分
節
力
が
慟
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る。

四

二
種
の
群
化
・

分
節
カ

- 40 -



r

ノ

あ

き

）
 

よ',
 

な
お 、

こ
の
よ
う
に
単
語
に
よ
っ
て
細
か
く
切
る
の
で
は
な
く 、

同
じ
意

味
に
よ
る
群
化
・

分
節
で
も
も
う
少
し
大
き
い
単
位
に
注
目
し
て
切
る
こ
と

も
当
然
考
え
ら
れ
る 。

た
と
え
ば 、

芳
賀
矢一
が
単
位
音
数
を
二
音 、

三
音 、

r

ノ

く

る

ヽ

ノ

r

ノ

あ

き

か

ぜ

の）

r

ノ

ら

ん

明
治
二
十
年
代
の
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
は 、

そ

の
い
ず
れ
か
一
方
の
群
化
・

分
節
力
の
強
調
さ
れ
た
も
の
か 、

両
者
の
曖
昧

に
混
ざ
り
合
っ
た
群
化
・

分
節
力
か
で
あ
っ
た 。

そ
し
て
実
は
そ
の
状
況
は 、

残
念
な
が
ら
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

第
一
の
群
化
・

分
節
力
と
は 、

語
の
意
味
に
よ
る
群
化
・

分
節
で
あ
り 、

そ
れ
は
当
然
散
文
の
語
に
も
拗
い
て
い
る 。

元
良
勇
次
郎
が
五
音
句
の
「
秋

．
風
の」

を
「
二 、
二 、

こ 、
同
じ
く
五
音
句
の
「
さ
く
ら
花」
を
「
三 、
二
」

と
分
解
し 、

七
音
句
の
「
秋
は
来
る
ら
ん」

を
「
二 、
一

、

二 、

二
」 、

同

じ
く
七
音
句
の
「
時
雨
ふ
る
ら
し」

を
f

三 、

二 、

二
」
と
分
解
し
た
の
は

こ
の
群
化
・

分
節
を
と
ら
え
た
結
果
で
あ
る 。
「
秋
・

風
．

の
j

は
単
語
に

よ
る
分
節
で
あ
り 、
「
秋
・

は
・

来
る
・
ら
ん」

も
単
語
に
よ
っ
て
分
節
さ

れ
て
い
る 。

な
お 、

群
化・
分
節
と
い
う
の
は 、

た
と
え
ば
「
あ
き」
と
い

う
語
に
よ
っ
て
二
音
が
群
化
し 、

同
時
に
そ
の
群
化
は
同
じ
よ
う
に
し
て
群

化
す
る
次
の
「
か
ぜ」
と
い
う
語
と
の
間
を
分
節
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る 。

、

/

‘

ノ

は

る

は

き

に

け

り

す

も
っ
と
も
こ
れ
が
純
然
た
る
意
味
に
よ
る
群
化
・

分
節
で
あ
る
か
と
い
え

ば 、

そ
う
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う 。
つ
ま
り 、

そ
も
そ
も
韻
文
に
お
い
て

は 、

次
に
述
べ
る
も
うー
つ
の
群
化
・

分
節
力
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り 、

そ
れ
を
完
全
に
除
外
し
た
群
化
・

分
節
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る 。

り

ズ
ム

伊
藤
の
場
合
も
論
題
の
示
す
と
お
り
「
歌
の
律
呂」

を
分
析
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
て 、

分
析
の
対
象
は
明
ら
か
に
詩
歌
の
五
音
・

七
音
な
の
で
あ

る 。

結
果
と
し
て
は 、

散
文
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
分
節
と
な
っ
て
い
る

が 、

そ
こ
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
形
で
も
うー
つ
の
群
化
・

分
節
力
が
働
い

て
い
る
で
あ
ろ
う
（
元
良
の
場
合
は 、

語
と
語
の
「
句
切
り」

は
休
止
を
と

も
な
う
か
ら 、

そ
う
し
て
生
ま
れ
る
音
律
に
は
も
う―
つ
の
群
化
・

分
節
カ

が
拗
＜
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る） 。

で
は 、

も
う―
つ
の
群
化
・

分
節
力
と
は
何
か 。

そ
れ
は 、

四
拍
子
的
な

拍
子
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
群
化
・

分
節
力
で
あ
り 、

詩
歌
の
誕
生
か
ら
今

日
ま
で
す
べ
て
の
五
音
句
・

七
音
句
の
背
後
に
つ
ね
に
慟
い
て
い
る
力
で
あ

る 。

こ
の
群
化
・

分
節
力
は
散
文
に
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る 。

四
拍
子
的
な
拍
子
運
動
に
よ
る
群
化
・

分
節
力
は 、

五
音
・

七
音
の
す
べ

、
つ

ぐ

ひ

の

四
音
と
限
定
す
る
こ
と
に
対
し
て 、

伊
藤
武一
郎
は
五
音
も
あ
り
う
る
と
し

て 、
「
は
る
は 、

き
に
け
り 、

う
＜
ひ
す
の」
(
-
l

-、

四 、

五）

の
よ
う
な
例

喧‘

を
あ
げ
て
い
る
力

こ
れ
は
ま
さ
し
く
い
わ
ゆ
る
文
節
に
よ
っ
て
分
節
し
た

も
の
で
あ
る 。
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五
音
な
ら
ば
脇
に
付
し
た
番
号
の
1
か
ら
5
に
配
さ
れ、

七
音
な
ら
ば
1

か
ら
7

も
し
く
は
2
か
ら
8
に
龍
か
れ
る
こ
と
に
な
る。

2
か
ら
8
に
来
る

の
は、
「
秋
は
・

来
る
ら
ん
」、
「
時
雨
・
ふ
る
ら
し
」

の
よ
う
に一
1一
音
目
に

意
味
上
の
切
れ
目
が
あ
る
場
合
で
あ
る。

＇

こ
う
し
た
群
化
・

分
節
の
枠
組
み
は、

詩
歌
に
内
属
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら、

新
た
に
生
ま
れ
る
五
音
・

七
音
の
詩
句
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る

と

も
い
え
る
し、

ま
た
詩
句
が
新
た
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
こ
の
枠
組
み
は
顕
在

0

0

0

 0

 

［

［
 

―

―

 

0

0

0

0

 

［
一
�

―

―

 

2

3

 4

5

6

 
7

8

て
の
詩
句
に
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
り、

ま
た
詩
歌
を
授
受
す
る
人
々
の
間

に
も
い
わ
ば
一

種
の
「
文
法」

と
し
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る。

そ

う
で
あ
っ
て
こ
そ
詩
歌
の
伝
達
が
可
能
と
な
り、

正
し
い
意
味
で
の
詩
形
の

維
承
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
音
句
・

七
音
句
の
背
後
に
存
在
す
る
群
化
・

分
節
力
は、

具
体
的
に
い

え
ば、

句
内
の
八
個
の
基
底
拍
上
に
展
開
す
る
。

こ
の
群
化
・

分
節
力
は
は

．

じ
め
か
ら
二
音
ず
つ
、

さ
ら
に
は
そ
の
上
位
の
四
音
ず
つ
に、

そ
し
て
句
を

構
成
す
る、

音
楽
で
い
え
ば
一

小
節
に
あ
た
る
八
音
に
狐
屈
的
に
働
く
こ
と

に
な
る。

群
化
・

分
節
の
構
造
を
わ
か
り
や
す
く
医
示
す
れ
ば`

次
の
よ
う
に
な
る。

化
し、

次
に
生
ま
れ
る
詩
句
に
改
め
て
こ
の
枠
組
み
を
課
す
こ
と
に
も
な
る。

単
語
や
文
節
と
い
っ
た
意
味
に
よ
っ
て、

そ
し
て
四
拍
子
的
な
拍
子
運
動
か

ら
生
ま
れ
る
二
植
の
群
化
・

分
節
力
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん、

両
者
は
同
じ
も
の
で
は
な
く、

別
物
で
あ
る
以
上
つ
ね
に
調
和

的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

詩
想
を
表
現
す
る
た
め
の
語
句
は
つ
ね

に
二
音
や
四
音
か
ら
な
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り、

四
拍
子
的
な
拍
子
巡
動
を
形
成
し、

持
続
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
場
合
と
逆

に
不
都
合
な
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

節
者
は
前
者
の
四
拍
子
的
な
拍
子
運
動
に
適
し
た
句
を
順
律
句
と
よ
び、

適
さ
な
い
句`

す
な
わ
ち
音
楽
作
品
と
同
様
な
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
句
を
逆
律
句
と
よ
ん
で
き
た。

順
律
句
と
逆
律
句
は、

当
然
の
こ
と
な
が

ら
非
常
に
対
照
的
な
音
律
効
果
を
発
揮
す
る。

し
た
が
っ
て、

短
い
時
間
に

拍
音
が
線
条
的
に
展
開
し、

終
息
す
る
短
歌
や
俳
句
な
ど
で
は、

こ
れ
ら
の

句
の
求
め
ら
れ
る
位
憫
が
述
っ
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う。

ま
た
そ
れ

ゆ

え、

こ
れ
ら
の
句
の
実
在
は、

た
と
え
ぱ
明
治
二
十
三
年
に
元
良
勇
次
郎
が

行
っ
た
よ
う
に
過
去
の
歌
集
を
調
査
す
る
こ
と
で
実
証
可
能
で
あ
り、

そ
の

こ
と
は
す
で
に
昭
和
五
十
三
年
の
拙
稿
「
等
時
音
律
説
試
論」

で
述
べ
て
い

（
笞

る
し、

最
近
宵
い
た
文
章
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ

63)

な
い
。
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五
音
と
七
音
の
定
型
句
に
は、
言
葉
の
意
味
と
拍
子
運
動
と
に
よ
る
二
種

の
群
化・
分
節
力
が
働
い
て
い
る
と
す
れ
ば、
単
純
に
単
位
音
数
を
取
り
出

す
こ
と
は
で
き
な
い。
つ
ま
り、
明
治
二
十
年
代
以
降
な
さ
れ
て
き
た
よ
う

に、
具
体
的
な
詩
句
の
な
か
に
単
位
音
数
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い。
な

．
ぜ
な
ら、
群
化・
分
節
の
原
理
が
二
種
あ
れ
ば、
群
化・
分
節
の
単
位
も
二

種
あ
る
わ
け
で、
具
体
的
に
実
現
さ
れ
た
五
音
句・
七
音
句
で
は、
そ
れ
ら

が
同
時
に
作
用
し
て
融
合
し、
あ
る
い
は
反
発
し
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

単
位
音
数
を
求
め
る
議
論
の
曲
折
は、
単
位
音
数
そ
の
も
の
の
見
定
め
に
根

本
的
な
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

か
つ
て
単
位
音
数
は
福
士
幸
次
郎
に
よ
っ
て
「
音
脚」
と
名
付
け
ら
れ、

二
音
と
三
音
だ
け
に
限
定
さ
れ
た。
そ
し
て
二
音
は
「
辿
続」
性
を
も
ち、

三
音
は
「
停
止」
性
を
も
っ
と
さ
れ、
は
っ
き
り
と
異
な
る
も
の
と
し
て
位

甑つ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た。

し
か
し、
二
種
の
群
化・
分
節
の
関
係
に
よ
っ
て
拍
子
運
動
が
実
現
さ
れ

た
り、
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
れ
ば、
二
音
語
も
三
音
語
も
そ
の
位

囮
に
よ
っ
て
当
然
音
律
効
果
が
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う。
二
音
だ
か
ら、

三
音
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は、
拙
稿「
日

�

03}
 

本
諾
音
数
律
論
管
見」
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る。

リ
ズ
ム
と
は
繰
り
返
し
で
あ
り、
非
繰
り
返
し
で
も
あ
る。
日
本
詩
で
い

う
な
ら、
順
律
句
が
あ
り、
逆
律
句
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
し
て

結

び

そ
れ
ら
は、
密
接
に
関
係
す
る
二
種
の
群
化・
分
節
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る。

日
本
詩
の
詩
形
は、
こ
う
し
た
二
種
の
群
化・
分
節
力
の
調
和
し、
拮
抗

す
る
な
か
に
は
じ
め
て
み
え
て
く
る
と
い
え
よ
う。

主ヽ＊ヽ
(
l)

山
田
美
妙
は、
つ
と
に．
「
日
本
韻
文
論」
(

f

因
民
之
友」、
明
治
二
十

、
、
、
、
、
、
、
、
、

三
年
！
二
十
四
年）
に
お
い
て、
飢
文
を
「
節
奏
に
拇
る
語
及
ぴ
句、
及

ぴ
節
奏
に
撮
る
句
で
出
来
た
文」
と
見
定
め
て
い
る。
森
臨
外
は、
こ
れ

に
対
し
て「
美
妙
斎
主
人
が
韻
文
論」（『
柵
五
紙」、
明
治
二
十
四
年
十
月）

で
異
犠
を
唱
え
て
い
る
が、
こ
の
韻
文
の
定
義
に
は
基
本
的
に
何
ら
問
題

は
な
い
と
思
わ
れ
る。
こ
れ
は
当
然
本
稿
に
も
関
わ
っ
て
く
る
根
本
的
な

問
題
で
あ
る
が、
こ
れ
に
つ
い
て
は
栢
を
別
に
し
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た

、。し

(
2)

吉
田
精
l

「
福
士
幸
次
郎
の
詩
論」
（「
福
士
幸
次
郎
著
作
集」
下
巻
月

報、
昭
和
四
十
二
年）
に
よ
る。

(
3)

元
良
勇
次
郎
「「
リ
ズ
ム」
ノ
事」
（「
哲
卑
台
雑
誌
j、
明
治
二
十
三
年

七
月・
八
月）

．

(
4)

山
田
美
妙
「
日
本
韻
文
論」
（「
因
民
之
友
j、
内
治
二
十
三
年
十
月
ー

二
十
四
年一
月）

(
5)

芳
賀
矢一
「
日
本
飢
文
の
形
鉢
に
就
き
て」
（「
哲
卑
雑
誌
j、
明
治
二

十
五
年
六
月）

(
6)

米
山
保
三
郎
「
図
詩
に
就
き
て」
（「
哲
學
雑
誌」、
明
治
二
十
五
年
十

二
月）
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リ

ズ

ム

(
7)

伊
藤
武一
郎
「
歌
の
律
呂」
（「
早
稲
田
文
學」、
明
治
二
十
六
年
七
月）

(
8)

大
西
祝
「
因
詩
の
形
式
に
就
い
て」
（『
早
稲
田
文
學
r

明
治
二
十
六

年
十
月・
十一
月）

(
9)

吉
田
精ー
は
山
田
美
妙
「
日
本
韻
文
論」
を
先
頭
に
置
い
て
い
る
が、

実
際
は
元
良
勇
次
郎
の
「「
リ
ズ
ム」
ノ
事」
の
方
が
そ
れ
よ
り
早
く
発

表
さ
れ
て
い
る。

(
10)

福
士
幸
次
郎
「
日
本
音
数
律
論
J

er
現
代
詩
講
座
j

第一
巻
「
特
学
及

詩
歌
論」、
金
星
堂、
昭
和
五
年）

(
11)

岩
野
泡
鳴
「
新
体
詩
の
作
法
J

(
修
文
館、
明
治
四
十
年）

(
12)

こ
の
点
に
つ
い
て
は、
論
者
の一
人
で
あ
る
芳
賀
矢一
も
「
文
科
大
學

教
授
元
良
勇
次
郎
先
生
か
哲
學
會
雑
誌
四
十一
競、
四
十
二
琥
精
神
物
理

學
講
義
中
に
「
リ
ズ
ム」
と
文
學
と
の
関
係
に
就
い
て
述
べ
ら
れ
た
る
は

余
か
見
聞
を
以
て
す
れ
ば
五、
七
の
句
に
分
解
を
試
み
た
る
先
登
と
い
ふ

ぺ
し」
(
5)
と
述
ぺ、
後
に
吉
円
梢ー
も
「
そ
れ
迄
そ
れ
以
上
に
分
析

し
得
な
か
っ
た
五
音、
七
音
を
更
に
細
分
し
た
の
は
元
良
が
汲
初
で
あ
っ

た」
(
16)
と
述
べ
て
い
る。

(
13)

佐
佐
木
弘
綱
「
長
歌
改
良
論」
〈r
節
の
花」、
明
治
二
十一
年
九
月）

(
14)

山
田
美
妙
「
長
歌
改
良
論
を
蹟
ん
で」
（
読
売
新
聞、
明
治
二
十一
年

十一
月）

(
15)

塩
田
良
平
「
山
田
美
妙
研
究
j

（
人
文
街
院、
昭
和
十
三
年）

(
16)

吉
田
精一
「
歌
論・
俳
論・
詩
論」
（「
詩
と
は
何
か
j

（
現
代
詩
講
座

第一
巻、
昭
和
二
十
五
年））
に
こ
の
明
治
二
十
年
代
の
リ
ズ
ム
論
争
の

概
説
が
あ
る。

(
17)

（
3)
に
同
じ。

(
18)
．
（
5)
に
同
じ。

(
19)

（
6)
に
同
じ。

(
20)

久
松
潜一
「
近
代
詩
歌
論
集
解
説」
（
日
本
近
代
文
学
大
系
59
『
近
代

詩
歌
論
集
j、
昭
和
四
十
八
年）

(
21)

（
7)
に
同
じ。

(
22)

拙
税
「
等
時
音
律
説
試

論ー定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
ぺ
き
か
ー」
（「
文

学」、
昭
和
五
十
三
年
二
月）

(
23)

拙
桜
「
七
音
句
の
岡
ベ
ー
結
句
に
お
け
る
四
三
調
の
忌
避
を
め
ぐ
っ

て
ー」
（「
尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
紀
要」、
平
成
十
六
年
三
月）、
拙
税

「
定
型
詩
歌
に
お
け
る
桔
句
の
終
止
性
に
つ
い
て」
（「
尾
道
大
学
芸
術
文

化
学
部
紀
要」、
平
成
十
七
年
三
月）、
拙
稿
「
日
本
語
定
裂
詩
歌
の
リ
ズ

ム
ー玉
等
時
音
律
説」
再
論
ー」（「
岡
大
国
文
論
稿」、
平
成
十
八
年
三
月）

(
24)

（
10)
に
同
じ。

(
25)

拙
税
「
日
本
語
音
数
律
論
管
見
ー
句
の
連
絞
性
と
終
止
性
を
め
ぐ
っ

て
ー」
（「
尾
辺
大
学
日
本
文
学
論
叢、
平
成
十
七
年
七
月）

（
て
ら
そ
ま

ま
さ
と

尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
教
授）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
W

國
文
學
孜
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会）

ばハ
八、
一
八
九、
一
九
〇、
一

九一固
文
学
論
考
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会）
四
二

國
文
學
論
叢
（
瀧
谷
大
挫
國
文
學
合）
五一

国
文
研
究
（
熊
本
県
立
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
五一

国
文
白
百
合
（
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会）
三
七
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