
一
　
は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
は
生
前
に
四
冊
の
歌
集
を
刊
行
し
た
。『
わ
が
最
終
歌
集
』（
改
造
社
、

昭
四
・
十
二
）
は
文
字
通
り
か
の
子
が
最
後
に
編
纂
し
た
歌
集
で
、
全
九
五
二
首

（
序
歌
を
含
む
）
と
規
模
も
大
き
い
。
そ
れ
ら
は
日
常
詠
や
旅
中
詠
な
ど
、
比
較
的
穏

健
な
日
々
の
歌
境
を
示
し
て
お
り
、
か
の
子
の
自
意
識
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
伝
え

る
。か

の
子
は
晩
年
、
小
説
家
と
し
て
著
名
と
な
っ
た
が
、
創
作
の
原
点
は
『
明
星
』

へ
の
参
加
以
来
、
短
歌
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
生
涯
、
歌
作
を
続
け
た
。
そ
の
意
味

で
岡
本
か
の
子
の
文
学
に
は
、
短
歌
が
基
底
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
彼
女
の
歌
作

に
は
強
い
自
我
を
表
出
さ
せ
た
も
の
が
多
い
が
、
匹
田
従
子q

が
歌
人
・
彼
女
を

「『
明
星
』
が
生
ん
だ
浪
漫
主
義
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
求
道
の
歌
人
」
と
評
し
た

よ
う
に
、
と
く
に
大
正
後
半
か
ら
の
作
に
は
高
い
境
涯
を
求
め
た
歌
が
顕
著
に
見
出

せ
る
。

大
矢
武
師w

は
匹
田
の
意
見
を
敷
衍
す
る
か
た
ち
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

彼
女
の
歌
に
は
偽
ら
ざ
る
思
い
迫
つ
た
人
間
の
極
点
が
歌
わ
れ
、
限
り
な
く
人

生
と
自
己
を
追
求
し
て
行
こ
う
と
す
る
意
慾
が

れ
て
い
る
。（
中
略
）
閉
ざ
さ

れ
偏
向
し
勝
ち
だ
つ
た
明
治
以
後
の
歌
の
世
界
に
近
代
的
自
我
探
求
と
い
う
人

間
凝
視
の
一
面
を
開
い
た
の
が
か
の
子
の
歌
の
果
し
た
役
割
と
規
定
し
て
は
過

大
評
価
だ
ろ
う
か
。

匹
田
や
大
矢
の
評
価
は
直
観
的
で
は
あ
る
が
、
た
し
か
に
か
の
子
文
学
に
は
自
己

の
精
神
を
凝
視
し
、
求
道
的
な
感
慨
を
詠
出
す
る
傾
向
が
強
い
。
拙
稿
は
、
こ
う
し

た
か
の
子
短
歌
の
自
我
表
出
の
変
遷
を
、
各
歌
集
の
な
か
か
ら
抽
出
し
よ
う
と
試
み

て
き
た
諸
論
考e

の
、
ひ
と
ま
ず
の
区
切
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
一
〜
第
三
歌
集
に
つ
い
て
の
、
馬
場
あ
き
子r

の
評
言
を
紹
介
し
て
お
く
。

『
か
ろ
き
ね
た
み
』（
青
鞜
社
、
大
一
・
十
二
）
は
「
艶
麗
な
抒
情
は
か
の
子
独
自
の
も

の
」
な
が
ら
、「
そ
の
根
底
に
は
新
詩
社
風
の
浪
漫
的
傾
向
の
影
響
が
あ
っ
た
」。
続

く
『
愛
の
な
や
み
』（
東
雲
堂
書
店
、
大
七
・
二
）
は
「
そ
の
情
緒
傾
向
は
艶
と
厚
み

を
加
え
、
心
の
深
さ
を
持
ち
は
じ
め
た
」
と
し
た
。
そ
う
し
て
『
浴
身

ゆ
あ
み

』（
越
山
堂
、

大
十
四
・
五
）
を
「
印
象
深
い
日
々
の
心
を
と
ど
め
る
上
に
、
対
象
を
写
す
と
い
う

方
法
は
自
ら
の
心
の
投
影
を
そ
こ
に
見
る
と
い
う
意
味
で
必
要
で
あ
っ
た
」
と
し
な

が
ら
、
作
歌
の
方
向
を
「
生
命
の
哲
学
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
の
解
明
」
に
み
て
い

た
。つ

ま
り
浪
漫
調
の
残
影
を
と
ど
め
る
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
か
ら
感
情
の
振
幅
を
深

め
た
『
愛
の
な
や
み
』、
叙
景
の
な
か
に

生
命

に
象
徴
さ
れ
る
宗
教
的
人
生
観

を
投
影
さ
せ
た
『
浴
身
』
へ
と
、
歌
集
ご
と
に
か
の
子
の
作
風
は
変
化
し
て
い
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

で
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
評
価
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
木
俣
修t

は
「
仏
教
的
な

も
の
は
あ
ら
は
に
あ
と
を
と
ど
め
て
ゐ
な
い
が
、
さ
う
し
た
も
の
を
通
過
し
て
来
た

心
の
平
安
と
、
お
の
づ
か
ら
に
達
し
た
澄
ん
だ
人
生
観
と
を
基
底
と
し
た
比
較
的
平
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淡
な
歌
境
が
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
概
説
し
、
馬
場
も
「
こ
と
に
後
半
は
静
か
な
し

み
じ
み
と
し
た
抒
情
の
中
に
心
の
艶
を
ひ
そ
め
た
も
の
が
多
い
」
と
解
し
た
。
馬
場

や
木
俣
の
指
摘
の
通
り
、
こ
の
歌
集
に
は
全
体
的
に
「
静
か
な
し
み
じ
み
と
し
た
」

「
平
淡
」
な
情
調
が
あ
り
、
総
じ
て
詠
み
手
の
「
心
の
平
安
」
が
感
受
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
具
体
的
事
由
は
こ
れ
ま
で
明
確
に
さ
れ
て
は
来
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
次
節
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
歌
集
と
『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
の
歌
語
の
使

用
頻
度
な
ど
を
め
ぐ
る
比
較
対
照
を
行
な
い
、『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
至
る
表
現
の

変
遷
、
そ
こ
に
貫
流
し
て
い
る
か
の
子
短
歌
の
特
質
を
考
究
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

さ
ら
に
歿
後
に
刊
行
さ
れ
た
歌
集
『
深
見
草
』
の
晩
年
の
諸
歌
に
つ
い
て
も
変
遷
と

貫
流
の
視
点
か
ら
考
察
を
す
る
。
最
終
的
に
は
自
我
表
出
の
観
点
か
ら
、
か
の
子
の

歌
集
の
特
質
な
り
到
達
点
と
み
な
せ
る
も
の
を
、
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

二
　
昭
和
期
ま
で
の
歌
風
を
め
ぐ
っ
て

岡
本
か
の
子
は
、
終
刊
前
の
『
明
星
』
に
加
わ
る
こ
と
で
歌
人
と
し
て
出
発
し
た
。

す
で
に
各
論
（
註
３
参
照
）
で
叙
し
た
こ
と
と
重
複
す
る
が
、
か
の
子
の
創
作
に
、

与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』（
東
京
新
詩
社
、
明
三
十
四
・
八
）
か
ら
の
時
代
的
感
化

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
同
書
は
こ
れ
ま
で
、
そ
の
強
い
自
我
表
出
が
強
調
さ

れ
て
も
来
た
。
た
と
え
ば
、
今
野
寿
美y

は
「
わ
れ
」「
わ
」「
わ
が
」
の
語
が
「
ほ
ぼ

二
割
」
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
安
森
敏
隆u

は
、「
君
」

の
語
が
「『
わ
れ
』
な
ど
（
あ
る
い
は
「
子
」）」
の
「
対
概
念
」
と
し
て
措
定
さ
れ
た

こ
と
、『
み
だ
れ
髪
』
に
は
作
者
の
「『
わ
れ
』
を
中
心
と
し
た
自
我
の
主
張
と
独
断

の
歌
」
が
多
い
こ
と
を
論
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
の
強
い
自
我
尊
重
は
「
わ
れ
、
わ
が
」
の

頻
度
と
比
例
し
、
そ
の
「
対
概
念
」
に
「
君
」
が
措
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
で
は
、
晶
子
を
継
ぐ
歌
人
と
さ
れ
て
き
た
か
の
子
の
歌
集
に
も
、
こ
う
し
た
構

図
は
該
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
触
れ
て
お
こ
う
。

ま
ず
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
全
七
〇
首
は
、
主
に
『
ス
バ
ル
』
が
初
出
で
、「
君
」

に
対
す
る
立
場
の
優
位
が
顕
著
な
相
聞
歌
が
主
流
で
あ
っ
た
。「
わ
れ
」
は
「
君
」

へ
の
視
野
の
う
ち
に
韜
晦
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

い
と
し
さ
と
憎
さ
と
な
か
ば
相
寄
り
し
お
か
し
き
恋
に
う
む
時
も
な
し

菊
な
ど
を
む
し
る
が
ご
と
く
素
直
な
る
君
を
故
な
く
ま
た
も
泣
か
せ
ぬ

人
妻
を
う
ば
は
む
ほ
ど
の
強
さ
を
ば
持
て
る
男
の
あ
ら
ば
奪と

ら
れ
む

の
よ
う
な
、『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
主
調
を
な
す
歌
は
「
お
か
し
き
恋
」
と
観
ず
る

恋
愛
に
お
い
て
、「
君
」
の
精
神
的
上
位
に
あ
る
詠
み
手
の
自
意
識
が
顕
著
で
あ
っ

た
。『

愛
の
な
や
み
』
全
五
三
七
首
（
上
巻
三
百
七
十
九
首
、
下
巻
百
五
十
八
首
）
の
主

た
る
発
表
誌
は
下
巻
が
『
青
鞜
』、
上
巻
が
『
水
甕
』
で
あ
っ
た
（
初
出
は
下
巻
が
先
）。

実
生
活
で
の
悲
痛
な
真
情
を
吐
露
し
、「
わ
れ
」
と
「
君
」
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、

意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
「
君
」
へ
の
恋
に
惑
溺
し
た
歌
が
多
い
。
例
示
す
る
と
、

な
や
ま
し
き
恋
と
は
な
り
ぬ
う
ら
め
し
さ
ね
た
ま
し
さ
な
ど
い
つ
か
交
り
て

い
や
さ
ら
に
離か

る
ゝ
は
淋
し
傍
に
君
美
し
う
あ
る
も
な
や
ま
し

か
の
子
か
の
子

、
、
、
、
、
、

は
や
泣
き
や
め
て
淋
し
げ
に
添
ひ
臥ふ

す
雛ひ
な

に
子
守
歌
せ
よ
　
　
　

と
い
っ
た
「
君
」
と
の
恋
へ
の
不
如
意
、
自
分
の
「
な
や
ま
し
き
恋
」
へ
の
嘆
き
が

強
く
表
出
さ
れ
た
歌
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
歌
集
は
、
詠
み
手
の
精
神
の
あ
り

ど
こ
ろ
が
非
常
に
対
照
的
で
あ
っ
た
。

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
に
は
「
君
」
を
包
み
こ
む
よ
う
な
主
体
の
目
が
あ
り
、
そ
の

分
「
わ
れ
」
の
語
は
目
立
た
な
い
。
し
か
し
『
愛
の
な
や
み
』
は
、
現
実
の
愛
人
で

あ
っ
た
堀
切
茂
雄
の
、
か
の
子
の
実
妹
と
の
関
係
、
そ
し
て
彼
と
の
別
れ
と
死
を
背

景
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
我
意
を
傷
つ
け
る
恋
人
の
所
作
に
苦
し
む
詠
み
手
の
心

の
乱
れ
が
そ
の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
み
だ
れ
髪
』
と
同
様
「
わ
れ
」「
君
」
が

頻
出
し
、
一
首
の
中
で
両
方
の
語
を
用
い
た
例
も
三
一
首
み
ら
れ
た
も
の
の
、
あ
き
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ら
か
に
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
の
相
聞
に
お
け
る
傲
然
と
し
た
自
我
表
現
と
は
異
な

る
様
相
が
表
わ
れ
て
い
た
。

第
三
歌
集
『
浴
身
』
全
六
九
〇
首
は
、
そ
の
後
作
者
が
特
定
の
結
社
に
加
わ
ら
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
初
出
誌
紙
も
『
日
光
』、『
読
売
新
聞
』（
宗
教
欄
）、『
短
歌
研

究
』
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
す
で
に
か
の
子
は
仏
教
信
仰
を
も
っ
て
精
神
的
な
危
機

を
夫
婦
し
て
脱
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
前
二
歌
集
に
比
し
て
、
仏
教
信
仰
に
よ
る
生

命
認
識
を
得
た
精
神
の
安
定
を
顕
著
に
示
す
。
恋
愛
を
題
材
と
し
た
歌
は
極
端
に
減

り
、
日
常
の
境
涯
や
「
わ
れ
」
と
自
然
の
生
命
相
と
の
融
和
を
指
向
す
る
歌
が
主
調

に
な
っ
た
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
歌
風
は
『
浴
身
』
以
降
、
前
期
か
ら
後
期
に
入
っ

た
と
み
な
せ
よ
う
。
以
下
に
代
表
歌
を
挙
げ
て
お
く
。

う
ち
わ
た
す
桜
の
長
道

な
が
て

は
ろ
ば
ろ
と
わ
が
い
の
ち
を
ば
放
ち
や
り
た
り

お
の
づ
か
ら
な
る
生
命
の
い
ろ
に
花
さ
け
り
わ
が
咲
く
色
を
わ
れ
は
知
ら
ぬ
に

風
も
な
き
に
ざ
つ
く
り

、
、
、
、

と
牡
丹
く
づ
れ
た
り
ざ
つ
く
り

、
、
、
、

く
づ
る
る
時
の
来き

た

り
て

右
の
諸
歌
か
ら
は
、
あ
ら
た
に
使
わ
れ
出
し
た
「
生
命
」
や
「
お
の
づ
か
ら
」
と

い
っ
た
言
葉
に
表
象
さ
れ
る
自
然
の
実
相
と
か
か
わ
ろ
う
と
し
、
そ
の
過
程
で
強
い

自
我
を
対
象
に
投
影
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
歌
態
度
が
見
出
せ
よ
う
。「
わ
れ
」
は
こ

れ
ま
で
に
な
く
多
用
さ
れ
、「
君
」
の
代
わ
り
に
措
定
さ
れ
て
い
る
自
然
に
自
己
の

心
懐
を
対
峙
さ
せ
よ
う
と
し
た
歌
が
大
変
多
く
な
っ
て
い
る
。『
み
だ
れ
髪
』
の
晶

子
の
自
我
表
出
に
近
い
「
わ
れ
・
わ
が
」
の
か
た
ち
が
、
か
の
子
の
歌
で
は
自
然
の

生
命
を
「
対
概
念
」
と
し
た
『
浴
身
』
の
歌
々
に
至
っ
た
時
に
、
頻
繁
に
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
傾
向
は
、『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。

『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
初
出
誌
紙
は
『
浴
身
』
同
様
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
に
わ
た
っ

た
。
各
歌
の
掲
出
は
次
節
で
行
な
う
が
、
尾
崎
左
永
子i

は
収
録
歌
の
編
集
内
容
に
つ

い
て
こ
う
述
べ
て
い
た
。

『
わ
が
最
終
歌
集
』
は
、
か
の
子
自
身
が
短
歌
と
の
訣
別
を
決
意
し
て
の
歌
集

だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
厳
選
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
か
な
り
大
き
く
網
を

か
け
て
ま
と
め
た
「
発
表
歌
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
的
な
要
素
が
強
く
、
い
わ
ば
玉

石
混
淆
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
か
の
子
自
身
の
持
ち
つ
づ
け
て
き
た

「
混
沌
」（
中
略
）
と
み
る
か
、（
中
略
）
厳
選
す
る
必
然
が
な
か
っ
た
の
か
は
、

私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

尾
崎
の
い
う
通
り
、
同
書
の
編
集
ぶ
り
に
は
い
さ
さ
か
「
玉
石
混
淆
」
の
感
が
あ

る
と
は
い
え
、
収
録
歌
数
の
膨
大
さ
は
大
正
後
半
期
の
多
作
ぶ
り
の
反
映
と
も
い
え

る
。
こ
の
よ
う
に
編
集
に
精
選
を
欠
く
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
主
調
は
捉
え
が
た
い

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
上
述
し
た
四
歌
集
の
主
な
使
用
語
の
分
布
を
、
同
書
の
特

徴
を
把
握
す
る
目
安
と
し
て
次
の
対
照
表
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

・
各
歌
集
の
主
要
語
彙
・
対
照
表
（
前
書
や
括
弧
内
の
注
記
な
ど
の
叙
述
を
除
く
。
漢

字
、
ひ
ら
が
な
等
の
表
記
の
ゆ
れ
、
陽
光
を
表
す
「
日
」
な
ど
の
語
義
の
選
択
は
筆
者
の
判

断
に
よ
っ
た
。
な
お
一
首
の
う
ち
複
数
用
い
ら
れ
た
語
や
複
合
語
を
含
み
、
％
は
参
考
と
し

て
全
首
数
か
ら
算
出
。
注
視
さ
れ
る
箇
所
は
太
字
体
と
し
た
。）

927

三

岡
本
か
の
子
『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
『
深
見
草
』
の
位
置

数
（
％
）
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
『
愛
の
な
や
み
』

『
浴
身
』

『
わ
が
最
終
歌
集
』

語
　
彙

上
巻
　
下
巻

わ
れ
（
我
）

９
（12,9）

127
（23,7）

213
（30,9）

290
（30,5）

わ
が

95

32

君

14
（20）

152
（28,3）

３
（0,4）

21
（2,2）

98

54
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四

夫つ
ま

×

×

８
（1,2）

20
（2,1）

男

５
（7,1）

８
（1,5）

14
（2,0）

18
（1,9）

４
　
４
　
　
　
　

女
（
を
み
な
）

１
（1,4）

14
（2,6）

15
（2,2）

31
（3,3）

11

３

ひ
と

10
（14,3）

40
（7,5）

52
（7,5）

74
（7,8）

（
人
、
人
間
ひ
と

）

30

10

生
命

×

１
（0,2）

15
（2,2）

38
（４）

命
（
い
の
ち
）

１
　
×
　
　
　
　
　
　

心
（
こ
こ
ろ
）

６
（8,6）

23
（4,3）

35
（5,1）

71
（7,5）

14

９
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

眼
（
ま
な
こ
）

５
（7,1）

52
（9,7）

31
（4,5）

66
（6,9）

眸ま
み

、
瞳め

34

18

見
（
る
、
ゆ
、
つ
）

10
（14,3）

60
（11,2）

106
（15,4）

147
（15,4）

眺
（
め
、
む
）

46

14

※
眼
〜
眺

15
（21,4）

112
（20,9）

137
（19,9）

213
（22,4）

涙
、
泣
く
、
歔
欷

８
（11,4）

115
（21,4）

14
（2,0）

７
（0,7）

77

38

か
な
し
（
愛
し
）

３
（4,3）

31
（5,8）

23
（3,3）

51
（5,4）

22

９

さ
び
し（
寂
、
淋
）

７
（10）

47
（8,8）

11
（1,6）

32
（3,4）

32

15

お
の
づ
か
ら

×

×

11
（1.6）

８
（0,8）

陽ひ

（
日
）

×

11
（2,1）

36
（5,2）

58
（6,1）

７
　
４

光
（
り
、
る
）

２
（2,9）

12
（2,2）

26
（3,8）

48
（5,0）

８
　
４
　

照
る
（
り
）

×

３
（0,6）

16
（2,3）

20
（2,1）

２
　
１
　
　
　
　
　
　

輝
く

×

１
（0,2）

６
（0,9）

19
（2,0）

か
が
よ
ふ

１
　
×
　



こ
の
表
で
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
「
わ
れ
・
わ
が
」
の
語
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
各
歌
集
の
順
に
約
一
割
、
二
割
、
そ
し
て
後
期
二
歌
集
で
は
各
三

割
を
占
め
て
い
た
。『
み
だ
れ
髪
』
の
「
ほ
ぼ
二
割
」
を
超
え
る
自
我
表
出
が
、『
浴

身
』『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
は
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
し
て
「
君
」
は
順
に
二
割
、
三
割
近
い
数
字
を
前
期
歌
集
が
示
す
の
に

対
し
、
後
期
歌
集
で
は
極
端
に
減
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
何
よ
り
恋
愛
の
モ
チ
ー

フ
の
有
無
を
物
語
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
夫つ

ま

」
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
二
〇
首
の
う
ち
「
わ
が
夫
」
が
一
五
首

で
あ
っ
た
。
夫
婦
愛
の
歌
の
多
さ
は
、
同
書
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

続
い
て
「
男
」「
女
（
を
み
な
）」「
ひ
と
」「
こ
こ
ろ
」
の
比
率
は
変
化
が
あ
ま
り

な
く
、「
い
の
ち
」
そ
れ
と
「
お
の
づ
か
ら
」
と
い
っ
た
自
然
の
様
相
を
表
わ
す
、

仏
教
的
背
景
も
含
意
し
た
用
語
が
ほ
ぼ
後
期
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
分
る
。

そ
れ
か
ら
か
の
子
短
歌
に
顕
著
な
、
表
現
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
は
、

表
の
「
※
」
で
「
眼
」
か
ら
「
眺
」
ま
で
を
足
し
た
数
（
％
）、
す
な
わ
ち
「
ま
な

こ
」
や
語
幹
の
「
見
」
な
ど
、
視
覚
を
め
ぐ
る
語
群
の
頻
用
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
聴
覚
の
歌
は
比
較
的
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
い
わ
ば
か
の
子
は
視
覚
優
位
の
歌

人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
だ
。

な
お
「
涙
」
や
「
泣
く
」
の
語
は
『
愛
の
な
や
み
』
に
突
出
し
て
用
い
ら
れ
、

「
さ
し
ぐ
む
」
な
ど
は
こ
の
歌
集
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
悲
傷
の
心
情
を
主
調
と
し

た
歌
集
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
伝
わ
る
。
な
お
「
か
な
し
」
の
各
歌
集
の
比
率
に
は
大

き
な
違
い
は
な
い
が
、『
愛
の
な
や
み
』
に
は
「
さ
び
し
」
が
目
立
っ
た
。

さ
て
、
残
り
の
八
項
目
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
光
り
」
に
関
連
す
る
語
な

の
だ
が
、
前
期
歌
集
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
他
者
を
対
象

と
し
、
自
ら
の
心
を
材
と
し
た
歌
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
※
」
の
よ
う

に
総
計
し
て
み
る
と
、
後
期
の
『
浴
身
』
は
約
二
割
弱
で
、『
わ
が
最
終
歌
集
』
に

お
い
て
は
二
割
強
、
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
、
た
と

え
ば
「
明
る
し
」「
明
る
さ
」
は
「
雲
」「
竹
」「
花
」「
電
車
」「
蓮
」「
燈
」「
夜
空
」

「
夕
陽
」「
梅
」「
あ
し
た
」
と
い
っ
た
自
然
の
事
象
を
修
飾
し
て
い
た
。
同
歌
集
に

は
、
い
わ
ば
向
日
性
、
向
光
性
と
い
っ
た
特
質
が
、
詠
み
手
の
視
野
を
と
お
し
て
、

顕
著
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
わ
が
最
終
歌
集
』
は
、
対
象
と
な
る
自
然
相
や
生
活
の
な
か
で
、

眼
前
の
景
物
が
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
詠
み
手
の
心
の
充
実
感
が
投
影
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
自
ず
と
読
者
に
伝
わ
る
歌
集
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
書
か
ら
感

受
さ
れ
る
「
心
の
平
安
」
の
具
体
的
事
由
も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
　
向
光
性
と
い
う
到
達
点
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五

岡
本
か
の
子
『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
『
深
見
草
』
の
位
置

ま
ぼ
し

×

２
（0,4）

３
（0,4）

７
（0,7）

ま
ば
ゆ
さ

２
　
×
　
　
　

明
（
り
、
る
、

１
（1,4）

９
（1,7）

14
（2,0）

18
（1,9）

し
、
さ
）

６
　
３

澄
み
（
む
）

×

２
（0,4）

８
（1,2）

15
（1,6）

２
　
×

冴
（
ゆ
、
え
）

×

４
（0,8）

９
（1,3）

22
（2,3）

４
　
×

※
陽
〜
冴

３
（4,3）

44
（8,2）

118
（17,1）

207
（21）



こ
こ
で
は
前
節
で
表
示
し
た
傾
向
に
関
連
す
る
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
代
表
的
な

歌
を
、
前
書
を
付
し
て
二
六
首
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
通
覧
す
る
と
「
わ
れ
」

「
わ
が
」
が
一
七
首
に
み
ら
れ
、「
い
の
ち
（
生
命
、
命
）」
が
六
首
、「
こ
こ
ろ
」
が

五
首
と
、
強
い
自
我
表
出
の
様
相
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。

め
を
と

う
つ
し
身
の
つ
ひ
に
果
て
な
ん
極
み
ま
で
添
ひ
ゆ
く
い
の
ち
正
眼

ま
さ
め

に
は
見
よ

つ
ひ
に
か
も
解
け
ぬ
め
を
と
の
縁

え
に
し
こ
そ
世
に
う
れ
し
く
も
か
な
し
か
り
け
り
　

「
め
を
と
」
二
首
は
、
こ
の
歌
集
を
特
徴
付
け
て
い
る
夫
婦
の
歌
で
あ
る
。
か
つ

て
か
の
子
は
『
愛
の
な
や
み
』
で
「
我
儘
の
妻
に
も
な
れ
て
か
に
か
く
に
君
三
十
男

と
な
り
た
ま
ひ
け
り
」
と
詠
み
、
歌
集
未
収
録
歌
の
「
我
夫つ

ま

の
ゆ
る
し
た
ま
ひ
し
こ

の
恋
に
指
な
さ
し
そ
ね
神
と
て
人
と
て
」（「
化
粧
づ
か
れ
」『
早
稲
田
文
学
』
大
四
・
九
）

の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
夫
」
の
語
を
用
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
『
愛
の
な
や
み
』

時
代
の
奔
放
な
妻
の
態
度
は
も
う
同
書
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
自
然
相
に
自
我
を
投

影
さ
せ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
『
浴
身
』
と
も
異
な
り
、「
添
ひ
ゆ
く
い
の
ち
」「
め
を

と
の
縁

え
に
し
」
に
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
夫
婦
の
強
い
絆
が
『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
は
歌

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ち
か
ひ

ひ
と
つ
の
誓
ひ
む
な
し
く
な
ら
ば
ま
た
ひ
と
つ
誓
ひ
つ
ぎ
つ
つ
生
く
べ
し
わ
れ
ら

し
ら
梅
そ
の
他
（
二
）

つ
つ
し
み
て
常
い
は
ね
ど
も
ろ
と
も
に
死
ぬ
べ
き
こ
こ
ろ
た
も
ち
生
き
つ
つ

朝
空

か
り
そ
め
の
ち
か
ひ
に
は
あ
ら
じ
こ
れ
の
世
に
ま
も
る
め
を
と
の
道
の
直
ぐ
な
る

わ
が
夫
を
い
か
に
い
か
に
と
問
ふ
よ
り
も
お
の
れ
直
ぐ
に
し
添
ふ
べ
か
り
け
る

夫
婦
の
絆
は
ま
た
継
が
れ
ゆ
く
「
誓
ひ
」、「
も
ろ
と
も
に
死
ぬ
べ
き
こ
こ
ろ
」、

「
世
に
ま
も
る
め
を
と
の
道
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
の
は

夫
に
ひ
た
む
き
に
「
添
」
う
て
ゆ
こ
う
と
の
「
お
の
れ
直
ぐ
」
の
心
で
あ
り
、
総
じ

て
人
生
を
添
い
遂
げ
る
運
命
共
同
体
た
る
「
わ
が
夫
」
へ
の
深
い
信
頼
を
伝
え
る
。

あ
る
と
き

世
の
常
の
め
を
と
な
ら
ざ
る
君
と
わ
が
誓
ひ
を
人
の
知
る
べ
く
も
な
し

病
む

わ
が
い
の
ち
極
ま
れ
り
と
ぞ
知
れ
る
と
き
愛か

な

し
さ
迫
る
花
に
も
人
に
も

わ
が
夫
の
ま
な
こ
の
く
ぼ
み
か
な
し
け
れ
寝
て
見
上
げ
つ
つ
胸
せ
ま
る
か
も

「
あ
る
と
き
」
に
み
ら
れ
る
「
誓
ひ
」
は
、
一
平
と
か
の
子
が
い
わ
ゆ
る
夫
婦
生

活
を
断
と
う
と
し
た
事
実
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
病
む
」
の
歌
に
は
、
病
床
に
あ

る
詠
み
手
の
、
生
を
い
と
お
し
む
直
情
の
吐
露
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
ら
に
は
読
む

者
を
粛
然
と
さ
せ
る
ほ
ど
の
気
概
の
強
さ
が
存
し
て
い
る
。

大
正
新
脩
大
蔵
経
讃
歌
　
　
寂
心
輝
耀

う
つ
し
世
の
も
ろ
声
絶
え
し
夜
半
に
し
て
わ
が
胸
内

む
な
ぬ
ち

の
こ
ゑ
は
高
ま
る

き
さ
ら
ぎ
の
夜

う
つ
せ
身
の
寂
し
き
い
の
ち
く
れ
竹
の
直
け
く
清
く
立
ち
の
び
て
生
き
よ

か
の
子
の
短
歌
に
は
「
う
つ
し
世
」「
う
つ
せ
身
」
と
い
っ
た
語
例
も
よ
く
使
わ

れ
る
。
そ
こ
に
は
現
身
の
「
寂
し
き
い
の
ち
」
が
消
滅
し
た
来
世
へ
の
予
感
も
伏
在

し
て
い
よ
う
。「
胸
内
の
こ
ゑ
」
に
は
、
こ
の
世
で
は
達
せ
ら
れ
な
い
念
願
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
限
り
、
わ
が
「
い
の
ち
」

を
「
く
れ
竹
」
の
よ
う
に
「
直
け
く
清
く
」
精
一
杯
伸
ば
し
て
生
き
よ
う
と
の
念
意

も
伝
わ
っ
て
く
る
。

ふ
く
ら
む
山
川

つ
ひ
に
か
も
嘆
き
と
ほ
れ
ば
一
点
の
晶た

ま

と
な
り
て
や
い
の
ち
光
ら
む

よ
く
知
ら
れ
た
歌
だ
が
、「
嘆
き
」
の
果
て
に
光
る
「
い
の
ち
」
の
尊
さ
に
は
、

人
間
の
尊
厳
を
信
ず
る
詠
み
手
の
真
意
が
底
流
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
苦
悩
を
経

た
境
涯
に
達
し
た
感
嘆
が
「
つ
ひ
に
か
も
」
に
は
表
白
さ
れ
て
お
り
、
か
の
子
短
歌

の
宗
教
性
を
背
景
と
し
た
向
光
性
の
在
処
を
物
語
る
。
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夜
半
・
あ
し
た

お
も
ひ
潜
み
ひ
と
り
深
夜
の
と
も
し
び
に
居
向
ふ
わ
れ
や
ま
な
こ
閉
ぢ
つ
つ

黒
白
相
隣
　
―
―
旧
作
―
―

お
の
づ
か
ら
閉
づ
る
ま
な
こ
の
眼
裏
に
わ
が
見
る
も
の
は
な
に
か
と
ぞ
見
る

濁
清
共
流
　
―
―
旧
作
―
―

ま
こ
と
わ
れ
を
生
か
す
べ
き
も
の
は
我
に
こ
そ
お
の
が
手
と
手
を
組
み
し
め
に
け
り

一
首
目
の
、「
お
も
ひ
」
を
潜
め
つ
つ
閉
じ
ら
れ
た
「
ま
な
こ
」
は
何
を
見
据
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
首
目
は
そ
う
し
た
通
常
の
視
界
に
は
映
じ
て

こ
な
い
も
の
を
「
眼
裏
」
の
眼
、
す
な
わ
ち
心
眼
に
よ
っ
て
凝
ら
そ
う
と
の
念
意
が

述
べ
ら
れ
る
。
心
眼
に
映
る
も
の
が
何
か
は
俄
か
に
は
判
じ
が
た
い
が
、
第
三
首
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
「
ま
こ
と
わ
れ
を
生
か
す
べ
き
も
の
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
我
」
の
裡
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

海
辺
に
て
　
―
―
旧
作
―
―

浪
の
音
よ
か
な
し
く
な
鳴
り
そ
百も

も

千
年
ち
と
せ

ひ
と
お
も
ひ
つ
つ
わ
れ
は
生
く
べ
し

大
海
洋

お

ほ

わ

だ

の
果
の
は
て
な
る
天
心
か
地
軸
に
か
わ
が
生
命
い
の
ち

か
か

れ
る

「
海
辺
に
て
」
で
は
、
海
を
眺
め
な
が
ら
「
浪
の
音
」
の
繰
り
返
し
に
身
を
委
ね

る
詠
み
手
が
、
そ
こ
に
「
百
千
年
」
変
わ
ら
ぬ
生
命
の
運
行
の
リ
ズ
ム
を
感
得
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
大
き
な
時
間
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
「
ひ
と
」
へ
の
「
お
も

ひ
」
は
た
だ
儚
く
「
か
な
し
」
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
一
個
の
命
た
る
詠

み
手
は
誰
か
へ
の
「
お
も
ひ
」
を
抱
き
続
け
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
自
然
の
生
命
の

象
徴
で
あ
る
「
大
海
洋
」
の
果
て
に
自
己
の
命
は

が
っ
て
い
る
。
小
さ
な
一
生
命

の
尊
厳
と
、
そ
の
還
る
場
所
た
る
大
生
命
へ
の
信
頼
と
一
体
感
は
、
信
仰
を
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
し
て
安
定
す
る
に
到
っ
た
「
わ
が
」
精
神
の
様
相
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

心
懐
を
物
語
っ
て
い
る
日
常
詠
が
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
主
調
な
の
で
あ
る
。

秋

堪
へ
が
た
き
こ
こ
ろ
を
堪
へ
て
か
に
か
く
に
生
く
る
わ
れ
な
れ
守ま

も

ら
せ
や
神

参
禅
の
歌

道
の
辺
の
花
摘
み
葉
摘
み
を
み
な
ご
の
こ
こ
ろ
は
法の

り

に
う
ち
ま
か
せ
つ
つ

こ
の
ご
ろ

あ
ま
つ
陽
を
空
に
仰
ぎ
て
乞
ひ
祷
る
ひ
た
ご
こ
ろ
の
み
わ
れ
に
残
れ
り

わ
が
舞
の
う
た

舞
ひ
舞
ひ
て
舞
ひ
極
ま
れ
ば
わ
が
こ
こ
ろ
澄
み
透
り
つ
つ
い
よ
よ
果
な
し

時
に
意
に
余
る
「
こ
こ
ろ
」
の

れ
を
「
神
」
の
加
護
に
祈
り
、
名
も
な
い
草
花

に
託
し
て
は
「
法
」
に
委
ね
よ
う
と
す
る
心
情
は
、
敬
虔
な
信
仰
心
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
陽
光
も
ま
た
万
有
神
教
的
な
意
味
で
神
々
し
い
存
在
に
通
ず
る
。
そ
の
光

へ
の
祈
祷
は
一
途
な
「
ひ
た
ご
こ
ろ
」
に
よ
り
、
ま
た
時
に
「
舞
ひ
」
へ
の
没
入
に

お
い
て
現
身
を
浄
化
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

春
の
命

白
梅
の
つ
ぼ
み
の
玉
の
か
ゞ
や
き
て
陽
に
照
る
見
つ
つ
命
は
強つ

よ

む

芝
公
園
　
―
―
東
京
景
物
歌
の
う
ち
―
―

白
梅
の
蕋
立
ち
直な

ほ

し
わ
れ
も
ま
た
浄き
よ

ら
正た
だ

し
く
ひ
と
を
お
も
へ
り

熱
海
紀
行
歌
　
　
宿
に
て
夜

伊
豆
の
深
山

み
や
ま

の
大
梅
林
の
夜
を
ふ
か
み
首
さ
し
交
し
鶴
や
ね
む
ら
ん

こ
れ
ら
三
首
の
よ
う
な
「
梅
」
の
歌
が
『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
は
四
九
首
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
「
桜
」
は
一
二
首
と
、「
桜
」
連
作
を
収
め
た
豪
奢
な
印
象
の
『
浴
身
』

に
比
し
て
数
は
少
な
い
。
こ
れ
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
比
較
的
地
味
な
イ
メ
ー
ジ

に
通
ず
る
特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
自
我
表
出
の
特
質
は
、『
浴
身
』
ほ
ど
自
責
の
歌

が
多
く
な
い
と
こ
ろ
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
白
梅
の
蕾
や
蕋
に
自
己
を
擬
し
た
前
二

首
や
、「
大
梅
林
」
に
眠
る
鶴
た
ち
の
心
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
三
首
目
な
ど
、
自

然
の
様
態
に
思
い
を
凝
ら
し
て
自
己
の
生
の
あ
り
よ
う
を
求
め
た
歌
々
か
ら
は
、
詠

み
手
が
自
然
の
向
光
性
や
安
息
の
様
態
に
自
己
を
重
ね
、
そ
の
実
相
と
融
和
し
て
い

る
境
地
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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岡
本
か
の
子
『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
『
深
見
草
』
の
位
置



朝
日
か
げ

い
と
し
子
の
出
で
行
き
し
あ
と
の
部
屋
に
来
て
射
し
入
る
陽
を
ば
わ
れ
も
浴
み
つ
つ

子
と
遠
く
別
る
る
予
感
あ
り

を
さ
な
だ
ち
い
ま
だ
う
せ
ぬ
に
一
つ
の
技わ

ざ

お
も
ひ
極
め
し
わ
が
子
し
あ
は
れ

右
の
二
首
は
も
う
一
人
の
家
族
で
あ
る
息
子
・
太
郎
を
め
ぐ
る
母
の
歌
で
あ
る
。

家
族
を
め
ぐ
る
感
慨
を
述
べ
た
歌
の
多
さ
は
同
書
の
特
徴
で
も
あ
る
。「
夫
」
や
息

子
へ
の
歌
は
、
要
す
る
に
妻
と
母
、
す
な
わ
ち
家
庭
人
と
し
て
の
自
覚
の
確
か
さ
な

り
安
定
し
た
心
境
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ほ
か
に
「
見
（
る
、
つ
つ
）」「
ま
な
こ
」
の
よ
う
な
視
覚
の
関
連
語
が
「
わ
が
夫

の
」「
お
の
づ
か
ら
」「
お
も
ひ
潜
み
」「
白
梅
の
つ
ぼ
み
」
の
各
歌
に
み
ら
れ
、
同

歌
集
に
顕
著
な
「
光
」
が
「
つ
ひ
に
か
も
」
の
歌
、
そ
の
関
連
語
の
「
陽
」
が
「
あ

ま
つ
陽
」
と
「
い
と
し
子
」
の
歌
、「
か
ゞ
や
き
」
が
「
白
梅
の
つ
ぼ
み
」
歌
で
用

い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
は
詠
み
手
の
よ
り
高
次
の
境
涯
を
求
め
る
昂
揚
感
が
存

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
わ
が
最
終
歌
集
』
か
ら
は
当
時
の
日
常
に
お
け
る
心
の
真
実
を

「
夫
」
な
り
家
族
と
の
絆
、
身
近
な
自
然
の
生
命
相
な
ど
に
仮
託
し
て
、
わ
が
命
を

い
と
お
し
む
歌
が
非
常
に
多
く
見
出
せ
た
。
そ
こ
に
は
例
え
ば
島
木
赤
彦
が
求
め
た

ア
ラ
ラ
ギ
短
歌
の
「
寂
寥
相
」
よ
り
も
自
我
の
強
さ
、
自
然
の
活
力
に

れ
た
歌
境

の
漲
り
が
存
す
る
。
ひ
い
て
は
生
そ
の
も
の
を
己
が
信
仰
に
裏
打
ち
さ
れ
た
心
眼
で

凛
然
と
見
つ
め
て
は
肯
定
す
る
、
向
光
性
に
充
ち
た
人
生
の
充
実
し
た
時
間
が
感
得

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
総
じ
て
か
の
子
短
歌
の
到
達
点
は
、
そ
う
し
た
傾
向
に
こ
そ
見

出
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

四
　
『
深
見
草
』
の
「
銃
後
の
詠
」

さ
て
か
の
子
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
出
刊
と
同
時
に
、
一
家
を
挙
げ
て
欧
米
旅

行
に
旅
立
っ
た
。
そ
れ
を
機
に
短
歌
と
の
訣
別
を
宣
言
し
た
が
、
絵
画
を
学
ぶ
た
め

パ
リ
に
残
っ
た
太
郎
へ
の
思
い
を
歌
に
し
て
以
来
、
歌
作
は
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
旅
中
の
歌
や
帰
国
後
の
日
常
詠
を
遺
し
て
か
の
子
は
昭
和
十
四
年
に
歿
し
た

が
、
そ
れ
ら
の
諸
作
は
（
生
前
の
歌
集
を
含
む
）
選
集
『
新
選
岡
本
か
の
子
集
』（
新

潮
文
庫
、
昭
十
五
・
六
）
に
、「
歌
日
記
」
七
〇
七
首
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
同

時
期
に
岡
本
一
平
が
一
五
四
首
を
精
選
し
た
「
銃
後
の
詠o

」
を
収
録
す
る
選
歌
集

『
深
見
草
』（
改
造
社
、
昭
十
五
・
九
）
も
上
梓
さ
れ
た
。

二
書
は
い
ず
れ
も
か
の
子
の
編
纂
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
歌
風
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
知
る
た
め
に
、
岡
本
一
平
が
「
跋
」
で
「
か
の
女
が
最
後
と
せ
る
歌
集
の

の
ち
の
最
初
の
歌
集
」
と
書
い
た
『
深
見
草
』
の
「
銃
後
の
詠
」
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
し
て
お
き
た
い
。

『
深
見
草
』
は
「
紀
の
国
の
繭
」「
こ
こ
ろ
堪
へ
つ
つ
」「
玲
炎
」「
穢
心
浄
土
」

「
銃
後
の
詠
」
の
五
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。「
紀
の
国
の
繭
」
は
『
愛
の
な
や
み
』

上
巻
か
ら
の
一
〇
五
首
、「
こ
こ
ろ
堪
へ
つ
つ
」
は
『
散
華
抄
』（
大
雄
閣
、
昭
四
・

五
）
の
釈
教
歌
に
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
四
首
を
加
え
た
八
七
首
を
収
め
る
。
ま
た

「
玲
炎
」
は
『
浴
身
』
か
ら
二
三
九
首
、「
穢
心
浄
土
」
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
か
ら

三
八
四
首
を
選
ん
で
あ
る
。

長
沢
美
津!0

は
『
深
見
草
』
に
つ
い
て
「
落
ち
つ
い
た
構
成
で
詩
趣
と
一
沫
の
メ
ラ

ン
コ
リ
ー
を
伴
ひ
の
び
や
か
さ
と
陰
影
が
加
つ
て
ゐ
る
」
と
の
評
価
を
与
え
て
い
た
。

生
前
の
歌
集
か
ら
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
と
『
愛
の
な
や
み
』
下
巻
を
除
外
し
、
比
較

的
平
穏
な
詠
風
の
作
を
一
平
が
編
集
し
た
ゆ
え
の
印
象
で
あ
ろ
う
。

さ
て
「
銃
後
の
詠
」
は
「
外
国
の
歌
」（
二
九
首
）、「
わ
が
生
活
の
歌
」（
五
一
首
）、

「
銃
後
の
詠
」（
七
四
首
）
の
三
部
に
分
か
れ
る
。
先
述
し
た
対
照
表
に
準
じ
て
主
要

な
語
彙
の
使
用
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。
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こ
れ
ら
で
も
っ
と
も
目
立
っ
た
の
は
「
わ
れ
、
わ
が
」
で
、
全
体
の
三
割
強
の
頻

度
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
「
お
の
れ
（
己
）」
が
五
例
、「
私
」
一
例
も
み
ら
れ
、
あ
わ

せ
て
非
常
に
高
い
比
率
で
あ
る
の
が
知
ら
れ
る
。「
わ
れ
」
の
対
照
語
と
解
さ
れ
る

「
ひ
と
」
も
多
い
。
や
は
り
こ
れ
ら
の
強
い
自
我
表
出
は
、
か
の
子
短
歌
の
個
性
的

な
特
質
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
「
眼
」「
見
」
の
類
は
「
ま
な
ざ
し
」
を
加
え
て
十
二
（
約
８
％
）、「
陽
」

か
ら
「
明
」
ま
で
が
計
二
十
九
（
類
語
「
か
が
よ
う
」
二
を
足
す
と
三
十
一
＝
約
20
％
）

と
、『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。「
銃
後
の
詠
」
の
詠

風
は
、
そ
の
ま
ま
晩
年
の
傾
向
に
通
ず
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

こ
う
し
た
傾
向
を
示
す
例
を
、
ま
ず
「
外
国
の
歌
」
か
ら
引
い
て
お
き
た
い
。

外
国
雪
景

ア
ル
プ
ス
山
脈
の
雪
に
か
が
よ
ふ
あ
ま
つ
陽ひ

の
光
を
わ
れ
も
真
額
ま
つ
か
う

に
受
く

ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
瀑
布

あ
ま
つ
陽ひ

の
光
を
裂
き
て
幾
千
筋
落
瀑
の
幅
連
な
れ
る
か
も

雄
大
な
外
国
の
自
然
に
遍
満
す
る
陽
光
を
「
真
額
」
に
浴
び
、
そ
の
光
を
「
裂
」

く
瀑
布
の
圧
倒
的
な
姿
を
総
身
で
受
け
と
め
る
詠
み
手
の
気
迫
が
伝
わ
る
。
大
生
命

へ
の
畏
敬
、
ま
た
一
体
感
か
ら
生
ま
れ
出
た
画
趣
を
命
と
し
た
歌
と
い
え
よ
う
。

続
い
て
「
わ
が
生
活
の
歌
」
に
は
、

を
み
な
子
と
生
れ
て
悔
ゐ
ぬ
し
る
し
を
ば
子
よ
か
た
じ
け
な
わ
れ
に
与
へ
し

の
よ
う
な
息
子
へ
の
愛
着
を
歌
っ
た
歌
、
ま
た
次
の
「
わ
が
ま
こ
と
」「
相
聞
」
と

題
さ
れ
た
、

わ
が
ま
こ
と
は
人
の
ま
こ
と
に
映
り
た
り
偽
ら
ざ
り
し
を
今
ぞ
よ
ろ
こ
ぶ

う
つ
し
身
の
わ
が
立
つ
る
声
か
ぎ
り
あ
り
悲
し
き
か
も
よ
君
よ
び
難が

た

み

に
み
ら
れ
る
「
わ
が
ま
こ
と
」
を
省
み
て
「
偽
」
の
な
い
心
を
見
出
し
た
歌
、
そ
し

て
「
君
」
に
届
か
ぬ
「
う
つ
し
身
」
の
声
を
嘆
じ
た
歌
な
ど
も
心
情
詠
と
し
て
優
れ

て
い
る
。
ま
た
「
花
の
量
感
」
の
一
首
、

ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
花
の
ち
ひ
さ
き
ふ
く
ら
み
や
束た

ば

ね
て
重
き
量
感

り
ょ
う
か
ん
と
な
る

に
は
小
さ
な
花
へ
の
愛
感
が
総
量
の
重
み
か
ら
実
感
さ
れ
る
。
豊
か
な
感
受
性
を
表

わ
し
た
佳
作
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
有
名
な
連
作
「
わ
が
世
」
の
、
以
下
の
よ
う
な
歌
々
も
収
め
ら
れ
て
あ

っ
た
。見

廻
せ
ば
わ
が
身
の
あ
た
り
草
莽

さ
う
ま
う

の
冥く
ら

き
が
な
か
に
も
の
書
き
沈
む

を
み
な
子
と
生
れ
し
わ
れ
が
わ
が
夫
に
粧
は
ず
し
て
も
の
書
き
ふ
け
る

ふ
し
お
が
む
わ
れ
と
ひ
た
ぶ
る
書
き
ふ
け
る
お
の
れ
の
み
な
る
わ
が
世
な
り
け
り

こ
れ
ら
に
は
独
り
創
作
に
没
頭
す
る
三
昧
境
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
頃
の
か
の
子
が

小
説
に
向
け
非
常
な
情
熱
を
注
い
で
い
た
こ
と
を
直
截
に
伝
え
る
。
ち
な
み
に
「
美

を
論
ず
る
歌
」（『
短
歌
研
究
』
昭
十
三
・
二
）
の

た
ま
し
ひ
の
は
げ
し
さ
を
堪
へ
う
つ
し
世
に
和な

ご

ま
ん
と
す
る
境
に
ぞ
美
は

ふ
か
き
と
こ
ろ
に
嘆
き
身
じ
ろ
ぎ
わ
が
筆
は
お
の
づ
か
ら
に
し
美
を
ば
現
は
す

な
ど
も
、
そ
う
し
た
芸
術
創
作
へ
の
述
志
を
表
現
し
た
好
例
で
あ
る
。
上
記
し
た
よ

う
な
歌
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
以
降
に
増
え
、
晩
年
の
あ
ら
た
な
作
歌
姿
勢
と
し
て

注
視
さ
れ
る
特
長
と
み
な
せ
る
。

そ
れ
か
ら
「
銃
後
の
詠
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
銃
後
の
女
性
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
、

愛
国
的
な
心
情
を
表
出
し
た
諸
作
が
目
立
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

時
局
感
詠

東
ひ
ん
が
しの
大
君
の
国
ゆ
ま
す
ら

、
、
、

男を

は
光
り
て
発た

ち
ぬ
仇
を
消け

た
む
と
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４

心
（
こ
こ
ろ
）
…
９
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３
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８

涙
…
１
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３
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…
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１
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光
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２
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３



戦
場
想
望

戦
ひ
て
皇
軍
勝
つ
を
天あ

ま

つ
陽ひ

も
高
照
ら
し
つ
つ
昭あ
き

ら
か
に
観み

ん

鄙

も
み
ぢ
葉
に
照
り
か
が
よ
へ
る
山
裾
を
今
し
過
ぐ
る
は
軍
馬
の
列
車

張
れ
る
面
わ

み
い
く
さ
を
お
も
ひ
て
緊
張

は

れ

る
日
の
本
の
民
の
面お
も

わ
の
清さ
や

け
さ
を
見
よ

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
光
の
類
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
か
の
子
ら
し
い
表
現
傾

向
だ
が
、
戦
時
期
の
風
潮
に
か
の
子
も
敏
感
に
対
応
し
て
時
局
に
相
応
し
い
歌
を
作

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
代
の
多
く
の
歌
人
に
み
ら
れ
る
「
皇
軍
」
へ

の
頌
歌
は
今
日
か
ら
み
れ
ば
い
さ
さ
か
鼻
白
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
こ
の
ほ
か

甲
斐
路

山
山
に
か
が
や
き
わ
た
る
も
み
ぢ
葉
を
た
た
く
霰
は
須
臾
に
過
ぎ
た
り

の
よ
う
な
叙
景
歌
は
、
眼
前
に
展
開
す
る
瞬
時
の
自
然
美
を
あ
ざ
や
か
に
形
象
し
た

佳
什
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
先
の
「
わ
が
世
」
と
も
関
連
し
た
「
か
き
さ
ぐ
る
も
の
」
三
首
を
引
い

て
お
く
。

と
も
し
び
の
下
に
か
は
あ
る
ぬ
ば
た
ま
の
闇
に
か
あ
る
と
か
き
さ
ぐ
る
も
の

か
き
さ
ぐ
る
も
の
こ
そ
何
と
問
は
る
れ
ば
た
だ
か
き
さ
ぐ
る
も
の
と
答
へ
む

こ
の
世
に
は
あ
ら
ざ
る
も
の
を
あ
り
と
し
て
か
き
さ
ぐ
る
我
か
し
か
れ
ど
探さ

ぐ

る

「
か
き
さ
ぐ
る
も
の
」
は
「
草
莽
の
冥
き
」
裡
に
沈
潜
し
て
「
も
の
書
き
ふ
け
る
」

な
か
か
ら
見
出
そ
う
と
す
る
、
秘
め
ら
れ
た
詩
想
な
の
で
あ
ろ
う
。
佐
伯
裕
子!1

は
こ

の
連
作
か
ら
「
世
界
の
混
沌
の
中
に
置
か
れ
」
た
自
覚
か
ら
の
「
生
命
へ
の
衝
動
」

を
み
て
い
た
が
、「
世
界
」
は
ま
た
自
己
の
内
奧
に
も
通
ず
る
。
自
己
に
内
存
す
る

「
生
命
」
の
混
沌
に
こ
そ
「
か
き
さ
ぐ
る
も
の
」
の
世
界
は
実
在
し
て
い
る
と
の
信

念
が
、
か
の
子
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
深
見
草
』
の
「
銃
後
の
詠
」
か
ら
は
、「
わ
れ
、
わ
が
」
の
自

我
の
表
出
や
対
象
の
景
物
へ
の
向
光
性
と
い
っ
た
『
わ
が
最
終
歌
集
』
と
も
通
底
す

る
特
質
が
見
出
さ
れ
た
。
海
外
を
題
材
と
し
た
歌
や
、
創
作
に
没
頭
す
る
述
志
の
歌
、

戦
争
を
遂
行
す
る
自
国
を
賛
美
す
る
歌
が
そ
れ
ま
で
に
な
い
歌
姿
を
示
す
が
、
全
体

に
晩
年
の
作
歌
態
度
は
『
わ
が
最
終
歌
集
』
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

岡
本
か
の
子
の
各
歌
集
に
は
、
上
記
し
て
き
た
よ
う
な
「
自
我
」
表
出
の
変
遷
が

う
か
が
え
た
。
す
な
わ
ち
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
の
「
君
」
へ
の
優
位
を
示
す
相
聞
歌
、

『
愛
の
な
や
み
』
の
悲
痛
な
「
君
」
へ
の
恋
歌
、『
浴
身
』
の
「
わ
れ
」
と
自
然
の
融

和
を
指
向
し
た
宗
教
詠
。
安
森
敏
隆
の
い
わ
ゆ
る
「
対
概
念
」
は
、
鏡
面
と
し
て
自

己
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
他
者
性
だ
が
、
後
期
の
歌
集
か
ら
そ
れ
が
「
君
」
か

ら
自
然
の
生
命
相
へ
と
転
化
し
た
こ
と
は
大
き
な
人
世
観
の
展
開
を
示
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

『
わ
が
最
終
歌
集
』
に
は
自
我
表
出
へ
の
放
恣
な
ま
で
の
肯
定
が
背
景
に
あ
り
、

日
常
詠
や
旅
中
詠
な
ど
題
材
も
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
そ
う
し
て
「
わ
れ
」
の
向
日
性

を
帯
び
た
境
涯
を
、
家
族
や
自
然
へ
の
愛
着
を
通
し
て
う
た
っ
た
作
が
主
調
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
『
深
見
草
』
の
「
銃
後
の
詠
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
そ
の
ま

ま
か
の
子
短
歌
の
到
達
点
と
い
え
る
特
質
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
各
歌
集
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
実
生
活
を
背
景
と
し

た
自
意
識
や
世
界
観
が
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
共
通
し
て
個
我
に
生
じ
た
感
興
や
情
緒

を
直
截
に
詠
出
し
よ
う
と
す
る
作
歌
姿
勢
が
見
出
せ
る
。
己
の
心
象
を
高
い
純
度
に

ま
で
昇
華
さ
せ
て
「
作
っ
た
」
与
謝
野
晶
子
の
よ
う
な
歌
よ
り
も
、
文
化
的
に
血
脈

化
さ
れ
た
と
も
い
い
う
る
三
十
一
文
字
の
調
べ
を
自
ず
と
「
歌
っ
た
」
よ
う
な
短
歌

が
多
い
。
つ
ま
り
か
の
子
は
、
生
得
的
な
才
質
を
も
っ
て
、
詩
心
を
あ
り
の
ま
ま
に
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流
露
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
歌
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
若
山

牧
水
な
ど
に
通
ず
る
浪
漫
的
な
作
詠
態
度
が
存
し
て
い
る
。

か
の
子
の
歌
風
に
貫
流
し
て
い
る
特
徴
は
、
な
べ
て
視
覚
が
優
位
で
あ
る
こ
と
、

詠
み
手
の
感
情
の
振
幅
が
目
立
つ
こ
と
、「
わ
れ
」
＝
自
我
の
表
出
が
後
年
に
な
る

ほ
ど
人
事
自
然
を
通
し
て
肯
定
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
わ
が
最
終
歌

集
』
で
生
命
の
向
光
性
と
も
評
し
得
る
境
涯
に
至
っ
て
、
か
の
子
の
短
歌
の
作
風
は

一
応
の
結
実
を
み
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

晩
年
の
作
歌
に
つ
い
て
長
沢
美
津
は
、「
宗
教
を
求
め
小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
つ

て
も
為
し
得
な
い
自
己
表
現
」
を
「
か
の
子
の
体
温
の
ま
ま
に
歌
と
し
て
吐
き
出
し

て
ゐ
る
」
と
評
し
た!2

。
か
の
子
に
と
っ
て
の
歌
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
期
ご
と
の

「
自
己
表
現
」
の
変
遷
を
、
も
っ
と
も
あ
り
の
ま
ま
に
表
わ
せ
る
器
だ
っ
た
。
つ
ま

り
か
の
子
は
常
に
自
我
の
あ
り
か
を
探
る
こ
と
に
執
し
、
そ
れ
を
歌
の
姿
に
表
わ
す

こ
と
に
生
涯
拘
泥
し
続
け
た
文
学
者
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
特
質
か
ら
、
か
の

子
を
徹
底
し
た
「
自
己
探
求
」
の
歌
人
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、
か
の
子
は
あ
る
会
の
席
上
で
、
後
進
歌
人
の
阿
部
静
枝
に
「
或
る
花

は
散
り
ぎ
わ
に
色
が
べ
と
べ
と
に
濃
く
な
る
で
し
よ
う
。
或
る
花
は
自
然
に
色
が
あ

せ
て
人
知
れ
ず
散
る
け
れ
ど
。
私
は
べ
と
べ
と
に
濃
く
な
る
方
ら
し
い
」
と
「
さ
さ

や
い
た
」
と
い
う!3

。
じ
っ
さ
い
、
か
の
子
は
晩
年
に
な
る
ほ
ど
強
烈
な
創
作
意
欲
に

と
り
憑
か
れ
、
小
説
を
は
じ
め
と
し
た
散
文
や
短
歌
を
倦
む
こ
と
な
く
作
り
続
け
た
。

そ
の
根
源
に
流
れ
る
生
命
の
色
濃
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
情
熱
を
何
か
に
没
頭
さ
せ
る

「
思
い
迫
つ
た
」
人
物
が
小
説
で
多
く
描
か
れ
た
こ
と
に
も
照
応
す
る
。
そ
う
し
た

過
剰
な
自
我
を
「
探
求
」
し
、
は
て
は
高
い
境
涯
を
希
求
す
る
様
相
に
こ
そ
、
岡
本

か
の
子
の
文
学
の
個
性
、
ひ
い
て
は
今
日
的
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。な

お
、
こ
こ
ま
で
各
歌
集
の
自
我
意
識
の
表
出
に
拘
っ
て
き
た
た
め
、
各
歌
の

「
意
味
」
の
奥
に
あ
る
詩
情
の
考
究
は
未
だ
し
、
と
い
っ
た
憾
み
が
残
っ
た
。
向
後

は
あ
ら
た
め
て
か
の
子
短
歌
の
抒
情
性
な
り
歌
姿
ご
と
の
鑑
賞
に
も
力
を
入
れ
、
歌

人
・
岡
本
か
の
子
の
文
学
史
的
評
価
に
ま
で

げ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注q

「
か
の
子
鑑
賞
」（『
女
人
短
歌
』
五
巻
一
五
号
、
昭
二
十
八
・
三
・
二
十
五
）
二

七
頁
。

w

「
か
の
子
の
歌
に
関
す
る
覚
書
（
岡
本
か
の
子
論
そ
の
二
）」（『
文
学
研
究
』
九
号
、

昭
二
十
七
・
九
・
十
）
五
七
頁
。

e

こ
れ
ま
で
「
岡
本
か
の
子
前
期
短
歌
の
内
面
表
出
―
『
か
ろ
き
ね
た
み
』
か
ら

『
愛
の
な
や
み
』
へ
―
」（『
立
命
館
文
学
』
五
九
二
号
、
平
十
八
・
二
）、「
岡
本
か
の

子
『
浴
身
』
の
自
意
識
像
―
『
わ
れ
』
と
『
お
の
づ
か
ら
』
の
交
感
―
」（『
日
本
文

芸
学
』
四
二
号
、
平
十
八
・
二
）、「
岡
本
か
の
子
　
母
か
ら
子
へ
の
歌
―
『
浴
身
』

以
降
―
」（『
ポ
ト
ナ
ム
』
八
三
巻
三
号
、
平
十
八
・
三
）、「
岡
本
か
の
子
『
浴
身
』

に
み
る
自
責
と
自
己
愛
―
石
川
啄
木
を
合
わ
せ
鏡
と
し
て
―
」（『
国
際
啄
木
学
会
研

究
年
報
』
一
〇
号
、
平
十
九
・
三
）
と
、
四
種
の
論
考
を
発
表
し
た
。
個
々
の
歌
の

鑑
賞
は
『
新
し
い
短
歌
鑑
賞
第
一
巻
』（
晃
洋
書
房
、
平
十
七
・
五
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

r

「
岡
本
か
の
子
」（『
日
本
の
詩
歌
29
』
中
央
公
論
社
、
昭
四
十
五
・
二
・
十
五
）

一
〇
七
〜
一
一
五
頁
。

t

「
解
説
」（『
現
代
短
歌
全
集
（
三
）』
創
元
文
庫
、
昭
二
十
七
・
十
一
・
十
五
）
二

六
五
頁
。

y

『
24
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
与
謝
野
晶
子
』
本
阿
弥
書
店
、
平
成
十
七
・
四
・
三

十
　
二
四
頁
。

u

「『
み
だ
れ
髪
』
の
世
界
」（
上
田
博
・
富
村
俊
造
編
『
与
謝
野
晶
子
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
平
七
・
五
・
二
十
）
八
六
〜
九
〇
頁
。

i

『
か
の
子
歌
の
子
』
集
英
社
、
平
成
九
・
十
二
・
十
　
二
二
四
頁
。

o

「
銃
後
の
詠
」
は
前
掲
『
新
し
い
短
歌
鑑
賞
第
一
巻
』
の
「
歌
集
案
内
」
に
再
録
。

!0

「
岡
本
か
の
子
の
晩
年
の
歌
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
五
巻
一
〇
号
、
昭
二

十
五
・
十
・
一
）
七
四
頁
。

!1

「
岡
本
か
の
子
『
歌
日
記
』
の
今
日
性
」（『
歌
壇
』
九
巻
九
号
、
平
七
・
九
・
一
）

一
六
三
〜
一
六
四
頁
。
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!2

前
掲
「
岡
本
か
の
子
の
晩
年
の
歌
」
七
六
頁
。

!3

「
現
代
短
歌
鑑
賞
―
岡
本
か
の
子
の
歌
―
」（『
短
歌
』
一
巻
八
号
、
昭
二
十
九
・

八
・
一
）
一
〇
七
頁
。

追
記

作
品
の
引
用
は
基
本
的
に
冬
樹
社
版
全
集
に
よ
っ
た
。
拙
稿
は
第
五
十
一
回

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
（
平
十
九
・
六
・
十
）
で
の
発
表
原
稿
を
改
稿

し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご
意
見
を
た
ま
わ
っ
た
参
会
者
の
方
々
に
あ
ら
た
め

て
深
謝
を
申
し
上
げ
る
。

（
滋
賀
大
学
教
育
学
部
非
常
勤
講
師
）
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