
一
、
「
袖
ひ
ち
て
」

の
一

首

は
る
た
ち
け
る
日
よ
め
る

紀
貫
之

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

(
1)
 

（
古
今
集
・

春
上
・
ニ
）

右
は、

立
春
の
日
の
感
慨
を、
「
孟
春
ノ
日、

東
風
凍
ヲ
解
ク
」
（
礼
記
・

月

令）

と
い
う
成
句
を
ふ
ま
え
て
詠
ん
だ
紀
貫
之
の
代
表
作
で
あ
る。

三
代
集
に

お
け
る
他
の
立
春
詠
（
古
今
集
・
三、

同
四、

後
撰
集
・
一
、

拾
遺
集
・
一

な

ど
）

が、

い
ず
れ
も
立
春
の
日
に
お
け
る
自
然
の
景
や
そ
れ
に
対
す
る
感
慨
の

み
で
一

首
を
構
成
し
て
い
る
の
に
対
し、

こ
の
歌
は
夏
↓（
秋）
↓
冬
と
い
う
季

節
の
推
移
の
中
で
立
春
の
景
を
と
ら
え
て
い
る。

つ
と
に
窪
田
空
穂
氏
が
指
摘

す
る、

古
今
集
和
歌
全
般
の
特
色
「
事
象
を
時
の
推
移
の
上
に
浮
か
べ
て
大
観

(
2)
 

す
る
傾
向
」

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
歌
と
言
え
よ
う。

こ
の
歌
の
よ
う
に、
一

首
の
中
に
二
つ
以
上
の
異
な
る
季
節
（
季
節
を
あ
ら

わ
す
語
）

を
詠
み
込
ん
で、

季
節
の
推
移
を
表
現
し
た
歌
は、

古
今
集
中
に
十

四
例
指
摘
で
き
る。

そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
と、

次
の
と
お
り
で
あ

る。

紀

貫

之

の

季

節

観

①
き
の
ふ
こ
そ
さ
な
へ
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
い
な
ば
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹

灯
（
秋
上
・
一

七
一
・
よ
み
人
し
ら
ず）

②
み
ど
り
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
秋
は
い
ろ
い
ろ
の
花
に
ぞ
あ
り
け

劇
（
同
・
ニ
四
五
・
よ
み
人
し
ら
ず）

③
冬
な
が
ら
そ
ら
よ
り
花
の
ち
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

（
冬
・
三
三
0
・

深
養
父）

ー

⑭
う
ゑ
て
い
に
し
秋
田
か
る
ま
で
見
え
こ
ね
ば
け
さ
は
つ
か
り
の
ね
に
ぞ
な

き
ぬ
る
（
恋
五
・
七
七
六
・
よ
み
人
し
ら
ず）

右
は、

傍
線
部
に
一

首
に
お
け
る
現
在
の
季
節
を、

波
線
部
に
そ
れ
と
は
異

な
る
季
節
を
詠
み
込
ん
で
い
る。

こ
れ
ら
を
含
む
十
四
例
の
中
に
は、

岡
の
よ

う
に
春
と
秋
を
対
比
的
に
詠
み
込
ん
だ
歌
が
三
例
（
ニ
―

0
•

四
六
五
）、

③

の
よ
う
に
冬
か
ら
春
を
先
取
っ
た
歌
が
五
例
（
三
三
一
・
三
三
三
・
七
九
一
・

1

0
ニ
―
)

と
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る。

春
と
秋
を
対
比
し
た
歌
が
多
い
の

は、

古
事
記
万
葉
集
以
来、

わ
が
国
に
春
秋
を
対
比
し
そ
の
優
劣
を
論
ず
る
伝

統
が
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う。

こ
れ
ら一＿一
例
も
そ
の
伝
統
の
延
長
上
に

あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る。

ま
た、

冬
か
ら
春
を
先
取
る
歌
が
多
い
こ
と
に
つ

い
て
も
理
由
が
考
え
ら
れ
る。

古
今
集
の
冬
の
歌
「
白
雪
の
ふ
り
て
つ
も
れ
る

加

藤

幸
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山
ざ
と
は
す
む
人
さ
へ
や
思
ひ
き
ゆ
ら
む
」
（
三
二
八
・

忠
忠「）

が
示
す
よ
う

に 、

当
時
の
人
々
に
と
っ

て
冬
は
殺
風
景
な
季
節
で
あ
っ
た
ろ
う 。

人
々
が
暖

か
い
春
を
待
望
す
る
気
持
は
切
実
で
あ
り 、

必
然
的
に
冬
か
ら
春
を
先
取
る
歌

が
多
く
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る 。

以
上
二
種
の
発
想
の
歌
は 、

こ
の

他
に
も
広
く
見
ら
れ
る
類
型
的
な
も
の
な
の
で 、

以
下
考
察
の
対
象
か
ら
外
す

こ
と
に
す
る
け
れ
ど
も 、
”

季
節
II

と
い
う
時
の
推
移
を
詠
み
込
む
傾
向
も
古

今
集
全
般
の
特
色
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う 。

し
か
し 、

集
中
を
見
わ
た
し
て
も 、

当
該
貫
之
歌
の
よ
う
に 、
”

四
季
II

の

推
移
を
凝
縮
し
て
詠
み
込
ん
だ
例
は
他
に
類
が
な
い

。

貫
之
歌
は 、

季
節
の
推

移
を
詠
み
込
む
と
い
う
当
時
の
一

般
的
発
想
に
則
り
な
が
ら
も 、

そ
れ
を
さ
ら

に
押
し
進
め
た
と
こ
ろ
に
新
し
さ
が
認
め
ら
れ
る 。

こ
の
歌
は 、

時
の
推
移
を

詠
む
と
い
う
当
時
の
風
潮
の
中
に
あ
っ

て 、

ひ
と
り
貫
之
が

II

季
節
II

に
対
し

て
何
か
特
別
な
意
識
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
見
通
さ
せ

る 。そ
れ
で 、

以
下 、

貫
之
が
残
し
た
和
歌
の
す
べ
て
と 、

貫
之
と
共
に
古
今
集

歌
風
を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
友
則
・

射
恒
・

忠
苓
と
い
う
三
人
の
撰
者

の
和
歌
と
を
対
象
と
し
て
貫
之
の
季
節
に
対
す
る
意
識
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た

‘,
0

 

'>

二
、

季
節
の
推
移
を
詠
む
姿
勢

貫
之
の
歌
に
は 、

短
歌一

首
に
二
つ
以
上
の
季
節
を
詠
み
込
む
こ
と
で
季
節

の
推
移
を
表
現
し
た
例
を 、

前
掲
の
一

首
を
含
め
十
七
首
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る 。

;
｛
l
l
{
｛
）

 

夏
衣
う
す
き
か
ひ
な
し
秋
待
て
ば
木
の
下
風
も
や
ま
ず
吹
か
な
ん
（
貫
之

＊

 

集
・

一
五
O)

年号（西暦） 歌番号

延喜2(902) I 150*1

// 5(905) 古今 2
く古今集

撰進＞

延喜 18
(918) 

延長6~7
(928,...,9) 

天慶2(939)
// 4(941) 

// 5(942) 

II 9(946) 
＜貫之没か＞

111, 117 

261*2

438 

472, 475, 

477 

480, 490, 

507 

ー

う
ゑ
し
袖
ま
だ
も
干
な
く
に
秋
の
田
を
か
り
金
さ
へ
ぞ
鳴
渡
る
な
る
（
同

＊
 

・
ニ
六
一
）

足
曳
の
山
田
を
う
へ
て
い
な
づ
ま
の
と
も
に
秋
に
は
あ
は
ん
と
ぞ
思
ふ

＊

（
同
・

五
0
七）

\v
\
{‘/`‘／しー’�ー／`
｛
ー

、

霜
が
れ
に
見
え
来
し

梅
は
さ
き
に
け
り
春
に
は
我
身
あ
は
ん
と
は
す
や

（
同
・

八
一
五
）

；
�
｛

桜
ち
り
卯
の
花
も
ま
た
咲
ぬ
れ
ば
心
ざ
し
に
は
春
夏
も
な
し
（
同
・

八
二

七
）歌

番
号
に
＊
印
を
施
し
た
の
は
屏
風
歌
（
以
下
同
じ） 。

*

＊

*

＊

 

な
ど
が
そ
れ
で 、

こ
れ
ら
の
他
に
も 、
一
―
―
•

一
―
七
•

四
三
八•
四
七
ニ・

*

＊

(
3)

 

四
七
五
・

四
七
七
•

四
八
0
•

六
二
三
・

八
三
三
・

八
五
四
が
あ
る 。

う
ち 、

＊
印
の
歌
が
十一

首
に
達
す
る 。

つ
ま
り 、

四
季
の
景
物
を
詠
ん
だ
屏
風
歌
が

大
部
分
を
占
め
る
が 、

恋
歌
や
日
常
歌
に
も
少
な
か
ら
ず
及
ん
で
い
る 。

い
わ

ゆ
る
他
撰
本
『
貫
之
集』
（
歌
仙
家
集
本
系
・

西
本
願
寺
本
系
・

書
陵
部
蔵
五

1

0
·

―
二
本）

は 、

屏
風
歌
に
つ
い
て
の
み
詞
書
に
詠
歌
年
時
を
明
示
し
て

い
る
こ
と
が
多
い

。

そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て 、

こ
れ
ら
十一

首
の
詠
歌
年
時

を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る 。
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虹
歌
仙
家
集
本
詞
書
は、
「
延
喜
二
年
五
月」、
西
本
願
寺
本
「
延
喜
五
年」、
書
陵
部

蔵
五一
0·
―
二
本
「
延
喜
二
年
正
月」
と
す
る。
萩
谷
朴
「
貫
之
全
歌
集」
（『
新

訂
土
佐
日
記』、
昭
44
.
3、
朝
日
新
聞
社）
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
年
代
を
追
っ

て
い
る
『
貫
之
集』
の
配
列
か
ら
見
る
と、
「
延
長
二
年」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ

が、
一
応
諸
本
に
従
う。

和
歌
仙
家
集
本
「
京
極
権
中
納
言
の
屏
風
の
れ
う
の
寄
廿
首」、
西
本
願
寺
本
「
京
極

中
納
言
の
御
屏
風
歌」、
書
陵
部
本
「
延
長
八
年
内
御
屏
風」。
萩
谷
前
掲
書
が
指
摘

す
る
よ
う
に、
前
後
の
配
列
お
よ
び
兼
輔
が
「
権
中
納
言」
で
あ
っ
た
の
は、
延
長

五
し
七
年
で
あ
る
こ
と
か
ら、
延
長
六、
七
年
ご
ろ
と
見
る。

こ
れ
を
見
る
と、
季
節
の
推
移
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は、

古
今
集
を
編
簗
し
た

壮
年
期
の
み
な
ら
ず、
晩
年
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

一
方、
他
の
撰
者
た
ち
の
歌
に
目
を
向
け
る
と、
朗
恒
と
忠
苓
に
三
例
ず
つ

同
様
な
発
想
の
歌
が
あ
る。

{
{
？
{
!

夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
吹
く
ら

(

4
)
 

む
（
古
今
集・
夏・
一
六
八、
男
恒
集・
一
九
五
）

!｛｛｛‘／ー，

か
れ
は
て
む
後
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
（
古

今
集・
恋
四
・
六
八
六、
射
恒
集・
一
八一
）

ー
{
{’

お
り
た
ち
て
う
へ
ず
は
あ
り
と
も
こ
と
さ
ら
に
あ
き
の
か
り
に
は
あ
は
ん

と
ぞ
お
も
ふ
（
西
本
願
寺
本
射
恒
集・
一
三
五
）

は、
射
恒
の
歌
で
あ
り、

ー

か
は
づ
な
く
ゐ
で
の
山
だ
に
ま
き
し
た
ね
き
み
ま
つ
な
え
と
お
い
た
ち
に

(
5)
 

け
り
（
忠
苓
集·
1

0
0)

ー

な
つ
は
つ
る
あ
ふ
ぎ
と
あ
き
の
し
ら
つ
ゆ
と
い
づ
れ
か
ま
づ
は
お
き
ま
さ

る
ら
ん
（
同
・
―
ニ
―
、
新
古
今
集・
夏・
ニ
八
二
）

山
の
は
も
か
く
こ
そ
秋
も
し
ぐ
れ
し
か
な
に
を
け
さ
よ
り
冬
と
い
ふ
ら
ん

（
歌
仙
家
集
本
忠
苓
集
増
補
部
）

は、
忠
苓
の
歌
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は、

貫
之
の
屏
風
歌
の
よ
う

な
詠
歌
年
時
を
明
確
に
お
さ
え
る
手
が
か
り
に
恵
ま
れ
な
い。

貫
之
と
朗
恒・
忠
苓
と
を
比
較
す
る
と、
ま
ず
用
例
数
に
お
い
て
朗
恒・
忠

忠「
は
貫
之
に
及
ば
な
い。
ま
た、
射
恒・
忠
苓
の
例
は
い
ず
れ
も
二
つ
の
季
節

の
推
移
を
詠
み
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し、
貫
之
の
歌
の
中
に
は
そ
の
よ

う
な
例
の
他
に、

な
が
け
く
に
色
を
染
め
つ
A
春
も
秋
も
し
ら
で
の
み
さ
く
と
こ
夏
の
花

（
貫
之
集・
四
七
七、
天
慶
四
年
三
月
内
裏
屏
風
）

の
よ
う
に、
「
と
こ
夏」
か
ら
の
連
想
で
春・
夏・
秋
と
い
う
三
つ
の
季
節
を

詠
み
込
み、
花
期
の
長
さ
を
季
節
の
推
移
と
対
比
し
て
詠
ん
だ
歌、
あ
る
い
は、

春
霞
山
ほ
と
と
ぎ
す
紅
葉
ゞ
を
雪
も
お
ほ
く
の
年
ぞ
へ
に
け
る
（
同・
恋・

六
二
三）

の
よ
う
に、
四
季
の
代
表
的
景
物
を
並
べ
て、
長
年
に
わ
た
る
恋
情
を
四
季
の

推
移
と
関
連
づ
け
て
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
歌
が
見
ら
れ
る。
す
な
わ
ち、

撰

者
の
歌
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
も、
「
柚
ひ
ち
て」
の
歌
の
よ
う
な
短
歌一
首

に
三
季、
四
季
の
推
移
を
詠
み
込
む
の
は
貫
之
に
特
有
の
発
想
と
い
う
こ
と
が

で
き、

貫
之
に
は
季
節
の
推
移
を
詠
み
込
む
こ
と
に
対
し
て
格
別
深
い
自
覚
が

あ
っ
た
と
い
う
推
測
を
許
す。

実
は、

貫
之
に
は
二
季
の
推
移
を
詠
ん
だ
場
合
に
お
い
て
も、
朗
恒
や
忠
苓

に
は
見
ら
れ
ぬ
特
異
な
例
が
見
ら
れ
る。
た
と
え
ば、

お
な
じ
色
に
散
り
し
ま
が
へ
ば
桜
花
ふ
り
に
し
雪
の
か
た
み
と
ぞ
見
る

（
同．
―
-
七
・
延
喜
十
八
年
承
香
殿
女
御
屏
風
）

は、
散
り
乱
れ
る
桜
を
雪
に
見
立
て
た、
当
時
で
は
ご
く一
般
的
な
発
想
の
歌

と
見
え
る。
し
か
し、

波
線
部
に
「
ふ
り
に
し
雪
の
か
た
み」
と
あ
る
よ
う

に、
「
雪」
に
「
す
ぎ
去
っ
た
冬
に
降
っ
て
い
た
も
の」
と
い
う
明
確
な
季
節

感
を
付
与
す
る
こ
と
は、
他
の
撰
者
た
ち
の
歌
に
は
な
い。
「
夏
山
納
涼
図」
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(

6
)
 

（
旅
人
が
繁
茂
す
る
木
蔭
で
休
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
図）

を
詠
ん
だ、

、
／
し

l
{
{`
/‘‘/‘
{‘/`
｛

！

夏
衣
う
す
き
か
ひ
な
し
秋
ま
て
ば
木
の
下
風
も
や
ま
ず
ふ
か
な
む
（
前
引・

延
喜
二
年
五
月
中
宮
屏
風）

(
l
l
 

か
げ
ふ
か
き
木
の
下
風
は
吹
き
く
れ
ば
夏
の
う
ち
な
が
ら
秋
ぞ
来
に
け
る

（
貫
之
集
•

四
八
0
・

天
慶
四
年
内
裏
屏
風）

な
ど
で
も、

波
線
部
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に、

涼
風
の
吹
く
秋
を
待
望
し、

涼

風
に
夏
な
が
ら
秋
の
到
来
を
感
じ
取
る
と
い
う
発
想
に
な
っ
て
い
る。

同
様
の

構
図
を
詠
ん
だ
他
の
歌
人
の
歌、

ゆ
く
み
ち
は
ま
だ
と
を
け
れ
ど
な
つ
山
の
こ
の
し
た
か
ぜ
は
す
ぎ
う
か
り

け
り
（
朗
恒
集
・

九
五
）

夏
山
の
こ
だ
か
き
か
げ
に
た
ち
よ
り
て
み
れ
ば
ち
と
せ
の
か
げ
に
ざ
り
け

る
（
西
本
願
寺
本
能
宣
集
．
―
-

八
）

な
ど
と
比
較
す
る
と、

季
節
の
推
移
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
眼
前
の
構
図
を
歌
に

消
化
し
て
ゆ
く
貫
之
の
特
徴
が
よ
く
わ
か
る。

さ
ら
に、

隣
接
す
る
二
首
の
屏
風
歌
が
一

対
に
な
っ
て
季
節
の
推
移
を
緊
密

に
表
現
し
た
例
も
あ
る。

こ
た
か
ゞ
り
し
た
る
と
こ
ろ

m
加
の
色
を
ひ
さ
し
き
も
の
と
思
は
ね
ば
我
は
山
刷
を
か
り
に
こ
そ
み
れ

（
同
．
―
1

0
·

延
喜
十
八
年
四
月
東
宮
屏
風）

お
ほ
た
か
ゞ
り
し
た
る
と
こ
ろ

い
間
に
の
み
み
え
し
直
剛
を
冬
く
れ
ば
さ
か
り
だ
に
な
く
霜
が
れ
に
け
り

(
-
―
-
．

同
屏
風）

右
は、
一

連
の
月
次
屏
風
歌
八
首
の
中
に
含
ま
れ
る
二
首
で
あ
る。

両
者
に

は
「
花
」
「
山
路
」
ー「
山
野
」
（
西
本
願
寺
本
は
と
も
に
「
山
の
」

に
作
る
）

と

い
う
類
似
す
る
語
が
見
ら
れ、

い
は
m
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る。

の
の
構
図
「
こ
た
か
ゞ
り
」

は
秋
の
鷹
狩
の
こ
と
で、

女
郎
花
な
ど
秋
の

(

7

)
 

草
花
の
咲
き
乱
れ
る
野
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た。

m
に
見
ら

れ
る
「
花
」

も
秋
の
草
花
を
さ
す
と
思
わ
れ、
一

首
は、

狩
に
来
た
画
中
人
物

の
立
場
か
ら、
「
我
は
山
路
を
か
り
に
こ
そ
み
れ
」

と
花
盛
り
の
「
山
路」

が

推
移
す
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
る。

こ
れ
を
受
け
る
い
は、
「
花
に
の
み
み
え

し
山
野
」

と
花
盛
り
で
あ
っ
た
秋
の
山
野
を
回
想
し
つ
つ
、

眼
前
の
景
か
ら

「
さ
か
り
だ
に
な
く
霜
が
れ
に
け
り
」

と
冬
へ
の
推
移
を
実
感
し
て
い
る。

す

な
わ
ち、

こ
の
二
首
は、

同
じ
野
に
狩
に
や
っ
て
来
た
同
一

人
物
の
立
場
に
立

ち
な
が
ら、
「
推
移
の
予
感
（
ア
）
↓
盛
り
の
回
想
↓
推
移
の
実
感
（
イ
）
」

と

い
う
季
節
の
推
移
に
対
す
る
心
の
動
き
を
緊
密
に
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る。

こ
の
よ
う
な
趣
向
が
生
ま
れ
て
き
た
直
接
の
契
機
は、

屏
風
に
お
い
て
小

(

8
)
 

鷹
狩
図
と
大
鷹
狩
図
と
が
隣
接
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う。

し
か
し、

詠
み
手
で
あ
る
貫
之
自
身
に
季
節
の
推
移
を
表
現
す
る
こ
と
に
対
す
る
深
い
自

覚
が
な
け
れ
ば、

こ
れ
ほ
ど
緊
密
な
表
現
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い

`
A

0
 

カ
短
歌
一

首
に
季
節
の
推
移
を
詠
み
込
む
と
い
う
発
想
は、

他
の
古
今
集
撰
者

た
ち
に
も
見
ら
れ
た。

け
れ
ど
も、

以
上
に
よ
っ
て、

貫
之
に
季
節
の
推
移
を

詠
む
こ
と
に
対
し
て
格
別
深
い
自
覚
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

で
あ
ろ
う。

三
、

季
節
の
II
転
換
II

と
季
節
の
II
推
移
II

前
節
に
お
い
て、

貫
之
・

朗
恒
・

忠
苓
ら
の
諸
例
に
つ
い
て、
一

様
に
季
節

の
推
移
を
詠
ん
で
い
る
と
は
言
っ
た
も
の
の、

さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
と、

や
や
質
を
異
に
す
る
二
種
類
の
と
ら
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
混
在
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る。
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み
な
月
の
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る

囚
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ

す
ず
し
き
風
や
吹
く
ら

む
（
射
恒
•

前
引
）

六
月、

す
ゞ
み
す
る
所

⑱
夏
衣
う
す
き
か
ひ
な
し
秋
ま
て
ば
木
の
下
風
も
や
ま
ず
ふ
か
な
む
（
貫
之・

前
引
）

右
は、

共
に、

作
歌
時
点
（
屏
風
歌
の
場
合
は
圃
中
の
現
在
時
点）

で
あ
る

夏
か
ら
ま
だ
到
来
せ
ぬ
秋
を
先
取
り、

夏
か
ら
秋
へ
と
い
う
季
節
の
推
移
を
詠

ん
だ
歌
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

こ
の
二
首
に
は
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。

④
の
朗
恒
の
歌
に
は
「
み
な
月
の
つ
ご

も

り
の
日
よ
め

る
」
（
古
今
•
一

六
八
）

と
い
う
詞
書
が
あ
り、
一

首
が
暦
に
お
け
る
夏
か
ら

秋
へ
の
転
換
点
に
詠
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

歌
詞
に
も、

作
歌
時
点
に

合
わ
せ
て、
「
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
」

と
季
節
の
交
替
を
詠
み、
「
か
た
へ

涼
し

き
風
や
吹
く
ら
む
」

と
観
念
的
に
暦
に
お
け
る
季
節
の
転
換
に
自
然
を
ひ
き
っ

け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が、

⑱
の
貫
之
の
屏
風
歌
に
は、
「
六
月、

す
ゞ

み

す
る

所
」
（
歌
仙
家
集
本
）

と
い
う
詞
書
が
あ
り、

と

く
に
六
月
の
晦
日
を
現
在
時

点
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

歌
詞
に
お
い
て
も、

暑
い
夏
の
盛

り
か
ら
風
が
自
然
と
涼
し
く
な
る
秋
を
待
ち
望
ん
で
お
り、

こ
の
推
移
の
表
現

は
暦
と
は
無
関
係
に
生
ま
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う。

す
な
わ
ち、

暦
に

お
け
る
季
節
は
一

日
に
し
て
飛
躍
的
に
転
換
す
る
け
れ
ど
も、

現
実
の
自
然
が

変
化
し
て
ゆ
く
の
に
は
時
間
が
か
か
る。

朋
恒
の
歌
は、

暦
を
強
く
意
識
し
た

季
節
の
II

断
続
的
転
換
II

を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し、

貫
之
の
歌
は、

自
然
の

変
化
に
主
眼
を
置
い
た
季
節
の
II

流
動
的
推
移
II

を
詠
ん
で
い
る
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う。

今、

朝
恒
歌
の
よ
う
な
発
想
を
凶
型
（
転
換
型
）、

貫
之
歌
の
よ
う
な

発
想

を
⑱
型
（
推
移
型）

と
し
て、

貫
之
・

朗
恒
・

忠
苓
の
諸
例
を
見
直
し
て
み
よ

う。
ま
ず、

朗
恒
・

忠
苓
の
例
の
う
ち、

⑥
型
と
認
め
ら
れ
そ
う
な
の
は
次
の
二

例
で
あ
る
。

国
山
の
は
も
か
く
こ
そ
秋
も
し
ぐ
れ
し
か
な
に
を
け
さ
よ
り
冬
と
い
ふ
ら
ん

（
忠
苓
•

前
引
）

え
ん
ぎ
の
お
ほ
ん
と
き
月
な
み
の
御
び
や
う
ぶ
に
、

な
つ
は
る
に

伽
な
つ
は
つ
る
あ
ふ
ぎ
と
あ
き
の
し
ら
つ
ゆ
と
い
づ
れ
か
ま
づ
は
お
き
ま
さ

る
ら
ん
（
忠
苓
•

前
引
）

国
に
は
詞
書
が
な
い
。

け
れ
ど
も、

歌
に
「
な
に
を
け
さ
よ
り
冬
と
い
ふ
ら

ん
」

と
あ
る
か
ら、

立
冬
の
日
も
し
く
は
十
月
一

日
を
現
在
時
点
と
し
て
暦
に

お
け
る
季
節
の
転
換
を
詠
ん
だ
作
と
考
え
ら
れ
る。

仙
は、

詞
書
に
「
な
つ
は

つ
る
に
」
（
書
陵
部
蔵
五
0
1
·
―

二
三
）

と
あ

り、

暦
に
お
け
る
夏
の
終
わ

り
を
現
在
時
点
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り、

歌
も
そ
れ
に
合
せ

て
夏
と
秋
の
交
替
を
詠
ん
で
い
る
。

一

方、

題
し
ら
ず

団
か
れ
は
て
む
の
ち
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

（
射
恒
・

前
引
）

う

ふ

た
か
ふ
る
（
「
田
植
う
る
」

か
）

⑭
お
り
た
ち
て
う
へ
ず
は
あ
り
と
も
こ
と
さ
ら
に
あ
き
の
か
り
に
は
あ
は
む

と
ぞ
お
も
ふ
（
射
恒
•

前
引
）

中
宮
の
御
び
や
う
ぶ
の
う
た、

山
だ
あ
る
所

国
か
は
づ
な
く
ゐ
で
の
山
だ
に
ま
き
し
た
ね
き
み
ま
つ
な
え
と
お
い
た
ち
に

け
り
（
忠
苓
•

前
引
）
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と
い
う
三
例
は、

す
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

を、

困
は
早
苗
を
植
え
ブ

（
「
雁」
の
意
を
も
か
け

て
い
る
か
）

を、

そ
れ
ぞ
れ
先
取
っ
て
お
り、

国
は
春
に
ま
い
た
種
が
初
夏
に

は
立
派
な
苗
に
成
長
し
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る。

い
ず
れ
も
自
然
の
変
化
を
主

眼
と
し
て
お
り、

⑱
型
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に、

囚
型
と
⑱
型
が
ほ
ぽ
等
し
く
混
在
す
る
朗
恒
・

忠
苓
に

対

し、

貫
之
の
場
合、

十
七
例
中
の
大
部
分
が
⑱
型
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば、

田
う
ゑ
し
袖
ま
だ
も
干
な
く
に
秋
の
田
を
か
り
金
さ
へ
ぞ
鳴
渡
る
な
る
（
前

引
・

延
長
六
・

七
年
兼
輔
屏
風、

詞
書
な
し
。
）

い
ね
か
り
ほ
せ
る

図
か
り
て
ほ
す
山
田
の
い
ね
の
袖
ひ
ち
て
う
へ
し
さ
な
へ
と
み
え
も
す
る
か

な
（
四
九
0
・

天
慶
四
年
三
月
内
裏
屏
風。

御
所
本
第
五
句
「
見
え
ず
も

あ
る
か
な
。
」）

た
つ
く
れ
る
と
こ
ろ

⑯
あ
ら
を
田
を
か
へ

す
今
よ
り
人
し
れ
ず
思
ひ
ほ
に
い
で
ん
こ
と
を
こ
そ
思

へ
（
四
七
ニ
・

同
屏
風
）

む
ね
ゆ
き
の
右
京
大
夫
の
も
と
よ
り
ひ
さ
し
く
あ
は
ぬ
こ
と
を
い
ひ

て
「
よ
そ
に
て
も
思
ふ
心
は
か
は
ら
ね
ど
あ
ひ
み
ぬ
時
は
恋
し
か
り

け
り
」

と
あ
る
返
し、

①
桜
ち
り
卯
の
花
も
ま
た
咲
き
ぬ
れ
ば
心
ざ
し
に
は
春
夏
も
な
し
（
雑
・

八

二
七
・

御
所
本
第
三
旬
「
咲
き
ぬ
れ
ど
」）

四
月
に
お
な
じ
人
（
藤
原
雅
正
）

の
も
と
に
や
る

①
あ
は
ぬ
ま
に
梅
も
さ
く
ら
も
過
ぬ
る
を
卯
花
を
さ
へ
や
り
つ
べ

五
四
）

の
二
例
は、

れ
て
い
る
。

だ
が、

歌
に
は
暦
に
お
け
る
季
節
の
転
換
を
示
す
表
現
は
見
ら
れ

ず
「
霜
が
れ
に
見
え
こ
し
梅
は
さ
き
に
け
り
」
「
花
も
ち
り
時
烏
さ
へ

い
ぬ
る

ま
で
」

と、

自
然
の
変
化
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
季
節
の
推
移
を
表
現
し
て
い

る
。

こ
れ
ら
も
⑱
型
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

貫
之
が
囚
型
と
無
縁
な
わ
け
で
は
な
い
。

神
ま
つ
る

岡
春
過
ぎ
て
卯
月
に
な
れ
ば
楯
葉
の
と
き
は
の
み
こ
そ
色
ま
さ
り
け
れ
（
四

三
八
・

天
慶
三
年
敦
忠
屏
風
）

＂

池
の
ほ
と
り
に
咲
け
る
藤、

舟
に
の
り
て
あ
そ
び
見
る

伽
こ
ぎ
か
へ
り
見
れ
ど
も
あ
か
ず
別
れ
に
し
春
の
名
残
の
藤
浪
の
花
（
四
七

（
雑
・

八

（
前
引
）

0

0

 0
 

0
 

0
 

六
月
つ
ご
も
り
に
ま
さ
た
ゞ
の
あ
そ
ん
に
を
く
れ
る

て
も、

田
固
⑯
は
「
稽
」

と
い
う
―

つ
の
景
物
が

①
①
は
「
梅
」
「
桜
」
「
卯
の
花
」

と
い
う
異
な
る
景
物
に
よ

す
る
様
を
表
現
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
⑱
型
と
認
め
て
よ
か

ろ
う。

こ
の
他、

前
引
の
一
―
-
.
―
―

七
•

四
八
O
·

六
二
三
な
ど
も
自
然

の
変
化
を
中
心
に
季
節
の
推
移
を
詠
ん
で
お
り、

た
だ

し、

0

0

0

 0

0

0

し
は
す
の
つ
ご
も
り
が
た
身
を
う
ら
み
て
よ
め
る

は
ん
と
は

す
や
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五、

天
慶
三
年
内
裏
屏
風）

な
で
し
こ

＠
な
が
け
く
に
色
を
染
め
つ
A
春
も
秋
も
し
ら
で
の
み
さ
く
と
こ
夏
の
花

（
前
引）春

た
ち
け
る
日
よ
め
る

⑰
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

（
前
引）

岡
は、

傍
線
部
に
「

春
過
ぎ
て
卯
月
に
な
れ
ば」
と
あ
る
こ
と
か
ら、

四
月

一
日
か
ら
が
夏
と
い
う
暦
に
お
け
る
季
節
の
断
続
的
区
分
を
意
識
し
て
お
り、

囚
型
と
認
め
ら
れ
る。

晩
春
か
ら
初
夏
に
わ
た
っ
て
咲
く
藤
の
花
を
詠
ん
だ
伺

は、
一
連
の
天
慶
四
年
三
月
内
裏
屏
風
歌
二
十
八
首
の
中
で
は、

は
る
の
く
る
A
日

あ
す
も
く
る
時
は
あ
れ
ど
も
花
み
つ
A
な
れ
ぬ
る
け
ふ
は
お
し
く
ぞ
有
け

る
（
四
七
四）

と
い
う
春
の
季
末
を
詠
ん
だ
歌
の
次、

す
な
わ
ち、

夏
の
歌
群
の
最
初
に
位
置

す
る。

し
た
が
っ
て、

傍
線
部
「
別
れ
に
し
春」
は、

暦
に
お
け
る
断
続
的
な

季
節
区
分
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ、

こ
れ
も
④
型
と
認
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う。そ

れ
で
は、

同
は
ど
う
か。

傍
線
部
「

春
も
秋
も
し
ら
で
の
み
咲
く
常
夏
の

花」
に
よ
れ
ば、

暦
に
お
け
る
春
・
夏
・
秋
と
い
う
季
節
の
区
分
を
意
識
し、

そ
れ
と、

変
ら
ず
に
咲
く
常
夏
の
花
と
を
対
比
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る。

し

か
し、

詞
書
の
様
相、

さ
ら
に
は
こ
の
歌
が
天
慶
四
年
三
月
内
裏
屏
風
歌
二
十

八
首
の
中
で
は
夏
の
歌
群
の
ほ
ぽ
真
ん
中
(
475
「
池
の
ほ
と
り
に
咲
け
る
藤」

1
476
「

時
鳥」
1
477
八
当
該
歌
V
|
478
「

五
月
五
日」）
に
位
置
す
る
こ
と
を
勘

案
す
る
と、

暦
に
お
け
る
季
節
の
転
換
点
を
現
在
時
点
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
は

考
兄
ら
れ
な
い。
し
か
も、
一
首
の
眼
目
は、

季
節
の
転
換
に
あ
る
の
で
は
な

く、

常
夏
の
花
期
の
長
さ
に
あ
る。
よ
っ
て、

何
の
場
合、

暦
に
お
け
る
季
節

区
分
に
対
す
る
意
識
は
さ
ほ
ど
濃
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う。

⑱
は、

詞
書
「

は
る
た
ち
け
る
日
よ
め
る」
に
よ
っ
て、

暦
に
お
け
る
季
節

の
転
換
点
に
詠
ま
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る。
し
か
も、

前
述
の
「

夏
と
秋

と
ゆ
き
か
ふ」
と
い
う
朗
恒
歌
と
同
様、
「
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む」

と
暦
に
お
け
る
季
節
の
転
換
に
ひ
き
つ
け
て
お
り、

④
型
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い。

け
れ
ど
も、
こ
の
歌
が
朗
恒
の
歌
と
異
な
る
の
は、

波
線
部

「

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を」
と
自
然
の
変
化
を
詠
み
込
ん
で、

夏
か
ら
冬
ま
で
の
季
節
の
推
移
を
流
動
的
に
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る。

す
な

わ
ち、

⑱
は、

立
春
と
い
う
暦
に
お
け
る
季
節
の
断
続
的
転
換
を
詠
み
な
が
ら

も、

そ
れ
を
自
然
の
変
化
に
よ
る
季
節
の
流
動
的
推
移
の
中
に
位
置
づ
け
て
い

る
と
言
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に、

貫
之
に
も、

他
の
撰
者
同
様、

暦
に
お
け
る
断
続
的
転
換
を

意
識
し
た
④
型
と、

自
然
の
変
化
を
主
眼
に
し
た
流
動
的
推
移
を
詠
む
⑱
型
と

が
混
在
す
る。

し
か
し、

④
型
の
歌
は
き
わ
め
て
少
な
く、

伺
⑰
の
よ
う
に
凶

型
の
要
素
を
も
ち
な
が
ら
も
⑱
型
の
要
素
を
も
含
み
持
つ
例
が
あ
る
こ
と
な
ど

に
よ
れ
ば、

他
の
撰
者
と
比
べ
て、

貫
之
に
は
自
然
の
変
化
を
主
眼
に
し
た
季

節
の
流
動
的
推
移
を
詠
む
姿
勢
が
顕
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う。

四、

二
つ
の
季
節
の
と
ら
え
方

前
節
で
論
じ
た
「
暦
に
お
け
る
季
節
の
転
換」
と
「

自
然
に
お
け
る
季
節
の

推
移」
と
い
う
問
題
は、

貫
之
等、

古
今
集
撰
者
た
ち
の
季
節
観
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
る。
こ
の
和
歌
と
季
節
観
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は、

す
で
に
先
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学
の
研
究
が
あ
る。

新
井
栄
蔵
氏
は、

上
代
に
お
い
て
わ
が
国
に
「
四
時
観
」
「
四
季
観
」

と
い

(
9)
 

う
二
つ
の
季
節
観
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。

氏
に
よ
れ
ば、
「
四

時
観
」

と
は、

欽
明
朝
か
ら
推
古
朝
ご
ろ
暦
学
と
と
も
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
観
念
で、

天
帝、

四
時
の
官
が
「
日
の
レ
ベ
ル
で
の
連
続
を
断
ち
切
り、

、
、

(
10)

四
時
の
レ
ベ
ル
の
連
続
と
し
て
建
て
定
め
る
」

と
こ
ろ
の
「
断
続
的
季
節
観
」

で
あ
る
と
い
う。
一

方、
「
四
季
観
」

と
は、

普
通
に
言
う
季
節
観
の
こ
と
で
、

ま

う
ち
靡
く
春
来
る
ら
し
山
の
際
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ
く
見
れ
ば
（
万
葉

(
11)
 

集
・

巻
八
・
一

四
ニ
ニ
・

尾
張
連
）

．

と
ろ
し

け

妹
が
手
を
取
石
の
池
の
波
の
間
ゆ
鳥
が
音
異
に
鳴
く
秋
過
ぎ
ぬ
ら
し
（
巻

十
・
ニ
―

六
六
・

作
者
未
詳
）

、
、

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
「
四
季
を
霞
・

雪
・

梅
・

鶯
な
ど
の
自
然
そ
の
も

の
に
顕
現
す
る
も
の
」

と
し、
「
四
季
を、

A
来
つ
つ
あ
る
＞
．
＾
過
ぎ
つ
つ
あ

あ
る
＞
の
ご
と
く、

経
過
的
な
時
期
を
経
て
漸
移
的
に
推
移
す
る
も
の
と
す

る
」

と
こ
ろ
の
「
連
続
的
季
節
観
」

で
あ
る
と
い

う。

そ
し
て、
「
四
季
観
」

に
も
と
づ
く
発
想
の
歌
は、

万
葉
の
古
い
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も、
「
四

時
観
」

が
明
確
に
和
歌
に
摂
取
さ
れ
て
く
る
の
は、

あ
ら
た
ま
の
年
行
き
返
り
春
立
た
ば
ま
づ
我
が
や
ど
に
う
ぐ
ひ
す
は
鳴
け

（
巻
二
十
•

四
四
九
0
・

家
持）

月
数
め
ば
い
ま
だ
冬
な
り
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
く
春
立
ち
ぬ
と
か
（
四

四
九
ニ
・

家
持）

(

12

)
 

の
よ
う
に、

第
四
期
の
大
伴
家
持
か
ら
だ
と
い
う。

ま
た、

田
中
新
一

氏
は、

新
井
氏
の
論
を
押
し
進
め、

三
つ
の
季
節
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る。

す
な
わ
ち‘
―
つ
は
新
井
氏
の
「
四
季
観
」

に
あ
た
る
「
自
然
的
四
季
意

識
」、

そ
し
て、

新
井
氏
の
「
四
時
観
」

に
あ
た
る、

立
春
・

立
夏
な
ど
に
よ

っ
て
四
季
を
分
か
つ
「
節
月
意
識
」、

さ
ら
に
こ
れ
ら
に
加
え
て、

王
月
一

日

よ
り
春、

四
月
一

日
よ
り
夏、

七
月
一

日
よ
り
秋、

十
月
一

日
よ
り
冬
と
い
う

よ
う
に
暦
年
暦
月
に
よ
っ
て
四
季
を
分
か
つ

「
暦
月
意
識
」

が
あ
っ

た
と
い

う。

氏
は、
「
節
月
意
識
」

が
和
歌
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は、

新
井
氏
同
様
大

伴
家
持
で
あ
る
と
し、
「
暦
月
意
識
」

が
現
わ
れ
る
の
は
第
三
期
（
奈
良
朝
初

(
13)
 

期）

と
し
て
い
る。

平
安
時
代
に
入
る
と、

田
中
氏
の
指
摘
す
る
三
つ
の
季
節
観
が
微
妙
に
融
合

し
て
和
歌
の
季
節
表
現
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

た
と
え
ば、

ふ
る
と
し
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る

在
原
元
方

と
し
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
こ
ぞ
と
や
い
は
む
こ
と
し
と

や
い
は
む

な
ど
は、

自
然
を
い
っ
さ
い
詠
み
込
ま
ず、
「
八
立
春
日
＞
に
起
算
し
て
一

年

(
14)
 

を
数
む
か
＾
元
日
＞
に
起
算
し
て
一

年
を
数
む
か
を
問
」

う
て
お
り、

暦
月
意

識
と
節
月
意
識
（
四
時
観）

の
双
方
に
支
え
ら
れ
た
歌
と
言
え
る。
一

方、

秋

上
の
巻
頭
歌、秋

立
つ
日
よ
め
る

藤
原
敏
行
朝
臣

あ
き
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ

ぬ
る

は、

立
秋
と
い
う
季
節
の
転
換
点
に
詠
ま
れ
た
歌
な
が
ら、
「
風
の
音
」

と
い

う
自
然
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
の
到
来
を
と
ら
え
て
お
り、
「
自
然
的
四
季
意

識
」

に
も
と
づ
く
歌
と
言
え
よ
う。

厳
密
に
は、

田
中
氏
の
よ
う
に
三
つ
を
区

別
し
て
考
え
て
ゆ
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が、

本
稿
は、

自
然
の
外
側
の
論
理

で
四
季
を
区
別
す
る
と
い
う
点
で
、
A
自
然
の
推
移
に
よ
る
四
季
観
（
意
識）
＞

と
大
き
く
対
立
す
る
「
暦
月
意
識
」

と
「
節
月
意
識
（
四
時
観）
」

を、
A
暦
法

に
よ
る
四
季
観
＞
と
し
て
一

括
す
る
こ
と
に
す
る。
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平
安
時
代の

和

歌

は

、

A

暦

法

に

よ

る

四

季

観
＞

と

＾
自
然の

推
移

に

よ

る

四

季

観
＞

に

よ

っ

て

き
れ

い

に

分

類

で
き

る

よ

うな
単
純

な

あ

り

方

を

示

し

て

は

い

ない
。

た

が、

か

り
に

前
者

を

国

型

、

後
者

を

伽

型
と

し

て

、
四

人

の

撰

者の

歌

の

中

から

確
実

な用
例の

み

を

拾
い

出
す

と

、

次の

表のよ

う

に

な

る。

全般的

に

見

て

回型

の

歌

が

多く

、暦月や

節

月

が

和

歌

の

世界

に

浸透し

て

い

るこ

と

が

知

ら

れ

る。

歌

人別

に

見

る

と

、

季

節
の

到来

・

退去

を

詠
んだ
歌

の

少

ない

友則

・忠

苓

に

つ

い

ては

何
と
も 言

え

な いけ
れ

ども

、

注目

さ
れ

る

の

は

、

朗

恒

と

貫

之

の

様相
で
あ

る。

豹

恒

は

、

春

た

ち

て

い

く

か

に

な

り

ぬ

ふ

る

さ

と

の

か

す

が

の

A

べ

に

き
え

の

こ

る

ゆ

き

（射恒

集 ・

―
―
六
）

/

ー/

/

？/ー/`ー／し
ー
／し

ー
／｀

；＼

’5

け
ふ

の

み

とは る

を

思

は

ぬと

き

だ

に

も

た

つ

こ

と

や

す
き

は
な

の

か

げ

か

は

（

同

・

―

二七

、

古今
集 ・

春
下

．

―

-―
-

四

・

「

亭
子院

の

歌

合

の

は る

の

は

て

の

う

た

」

）

な

ど

、

波線部

から

知

ら

れ

る

よ

う

に

、

立

春

あ

る
い

は

暦月

に

よ

っ

て

分

か

友

忠

射

忠→ 恒 之

42 ゜ 1 21 20 畠

四

旦
［

首 首 首 首 首

15 1 2 1 11 

認鳳
信

首 首 首 首 首

た

れ

る

季

節の

転
換

を

詠

む
国

型

の

歌

を 多く
残

し

て

い

る。これ

に

対

し

、

伽
型の

歌

は

、

管

見

の

及
ぶ

か

ぎ

り

、

荻の

葉

を

鳴

ら

す風

に

よ

っ

て

秋の

到

来

を
と

ら

え

た

、

を

ぎの

は

の

そ
よ

と

つ

げ
ず

は

あ
き

か

ぜ

を今

日

から

ふ

く
と

た

れ

か

い

は

ま

し

（

西
本
願
寺
本

射恒

集・

七

〇
・

作

歌

事
情
不
明

）

の

一
例

し

か

残

し

て

い

ない
。

も

ち

ろ

ん

、

貫

之

も

、

朗

恒

同

様

、

元
日

‘
、/
1けふ

あ
け

て

昨
日

に
Aぬ
は

み

な

人

の

心

に

春ぞ

た

ち

ぬ

べ

ら

な
る

（

貫

之

集
•四

一
0、

天
慶
年
間
内
裏
屏
風

）

三

月
つ

く
る

日

こむ
年

も

く

べ

き

春

とは

し

り

な
が

ら

け
ふ

の

く
る

A

は

お

し

く
ぞ
有

け

る
（

同

•四―

二

）

な

ど

、

国

型

の

歌

を

少

な

から

ず
残

し

て

い

る。

だ

が、

秋の

風
お
ぎの

は

ふ

く

い

つ

も

き

く
風

を

ば き
け

ど
荻の

葉の

そ
よ
ぐ

を
と

に

ぞ
秋

は

き

に
け

る

（

同

・
三
八
五

・
天
慶
三
年

四
月

右
大
将
実
頼
屏
風

）

九

月
時
雨

ふ

る
神
無

月

こそ

ち

かA
ら

し

山の

を

し

な

べ

色
づき

に
けり

（

同

・

三
九一

・

同

屏
風

）

のよ

う

に

、

荻の

葉

に

吹

く
風の

音

で秋

を

、

山
野の

紅
葉

に

よ

っ

て

冬の

到

来

を
と

ら

え

る

と

い

う

佃
型の

歌

を
も

結
構

多く
残

し

て

い

る

の

で
あ

る。こ

れ

ら

伽

型

十一
例の

う

ち

、

＋
例

は

、

屏
風

歌

な

の

で他
撰
本
『

貫

之

集
』の

詞
書

から

詠

歌

年
時

を知る
こ

と

が

で
き

る。表

に

す

る

と

次のよ

う

に

な

る。
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号番歌
ヽ
ノ暦西（

 
号年

こ
れ
に
よ
る
と 、

佃
型
の
歌
は 、

古
今
集
編
纂
九
年
後
か
ら
晩
年
に
ま
で
及
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。

ま
た 、
こ
れ
ら
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る 。

/
）L
!
！i

\
�
i

行
月
日
お
も
ほ
え
ね
ど
も
藤
の
花
み
れ
ば
く
れ
ぬ
る
春
ぞ
知
ら
る
A

（
ニ

五
五
・

延
長
六
・

七
年
京
極
中
納
言
兼
輔
屏
風）

ほ
と
A
ぎ
す

'
）`
l�
)，
ー／’

�
/
�
｛
l‘
/v
\
/

明
く
る
A

月
日
あ
れ
ど
も
時
鳥
な
く
こ
ゑ
に
こ
そ
夏
は
き
に
け
れ
（
四
七

六
・

天
慶
四
年
三
月
内
裏
屏
風）

と
も
に 、

暦
に
お
け
る
月
日
よ
り
も 、

藤
・

時
鳥
と
い
っ
た
自
然
に
こ
そ
季

節
は
顕
現
す
る
と
い
う
発
想
に
な
っ

て
い
る 。

換
言
す
れ
ば 、
A
暦
法
に
よ
る

四
季
観
＞
（
傍
線
部）
＾
自
然
の
推
移
に
よ
る
四
季
観
＞
（
波
線
部）
と
い
う
二

つ
の
季
節
の
と
ら
え
方
を
提
示
し
な
が
ら
も 、

後
者
を
採
る
と
い
う
内
容
で
あ

り 、

貫
之
の
季
節
観
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る 。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は 、

貫
之
の
庇
護
者 、

藤
原
兼
輔
の
長
男
雅
正
と
交
わ

し
た
次
の
贈
答
歌
で
あ
る 。

六
月
に
木
の
も
み
ぢ
た
る
を
と
り
て 、

う
た
よ
み
て
ま
さ
た
ゞ
の
あ

延喜 5 (905) 
く古今集撰進＞

” 

” 

” 

14(914) 

15(915) 

18(918) 

延長 6~7
(928~9) 

天慶 2 (939) 

// 4 (941) 

5 (942) 

II 9 (946) 
＜貫之没か＞

” 

38 

53 

100 

255 

380, 385, 191 

476, 483 

508 

そ
ん
の
も
と
よ
り
を
く
れ
る

秋
こ
そ
あ
れ
夏
の
野
べ
な
る
木
の
は
に
は
露
の
心
の
あ
さ
く
も
有
哉

と
あ
る
返
し

(
15)
 

な
つ
な
か
に
秋
を
し
ら
す
る
紅
葉
ゞ
は
色
か
ば
り
こ
そ
か
は
ら
ざ
り
け
れ

（
雑
・

八
四一
）

雅
正
の
贈
歌
は 、
「
つ
ゆ」
が
木
々
の
葉
を
紅
葉
さ
せ
る
と
い
う
当
時
の
類

型
的
発
想
に
則
っ

た
作
と
思
わ
れ 、
一

首
は 、
「
秋
に
な
っ

て
い
る
の
な
ら
と

も
か
く 、

夏
の
野
辺
の
木
の
葉
を
染
め
る
と
は 、

露
の
心
は
何
と
あ
さ
は
か
な

(
16)
 

の
で
し
ょ
う 。」
の
意
に
な
ろ
う 。
こ
れ
に
対
す
る
貫
之
の
答
歌
は 、
「
夏
の
な

か
に
も
秋
が
き
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
み
ぢ
葉
は 、

た
と
え

(
17)
 

季
節
は
異
っ

て
い
て
も
そ
の
色
だ
け
は
秋
の
紅
葉
と
変
り
ま
せ
ん
よ 。」
の
意

で
あ
ろ
う 。

夏
の
さ
中
に
早
く
も
紅
葉
し
た
木
の
葉
を 、

雅
正
が
露
の
思
慮
の

浅
さ
に
よ
る
狂
い
咲
き
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し 、

貫
之
は
季
節
が

微
妙
に
秋
へ
と
推
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
て
い
る 。

雅
正

の
歌
は 、

暦
に
お
け
る
断
続
的
季
節
観
を
意
識
し
て
お
り 、

貫
之
の
歌
は 、

自

然
の
変
化
に
こ
そ
季
節
は
顕
現
す
る
と
い
う
季
節
観
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
と
考
兄
ら
れ
る 。

こ
の
例
は
贈
答
歌
で
あ
る
か
ら 、

貫
之
が
意
識
的
に
雅
正
と
は
異
っ

た
姿
勢

を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
切
り
返
し
た
と
も
考
え
ら
れ 、
こ
の
一
組
か
ら

貫

之
の
季
節
観
の
特
質
に
つ
い
て
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る 。

け
れ
ど
も 、

貫
之
に
お
け
る
伽
型
の
用
例
数
や 、

暦
に
お
け
る
月
日
よ
り
も
「
藤」
「
時
鳥」

な
ど
の
自
然
に
こ
そ
季
節
は
顕
現
す
る
と
詠
ん
だ
前
掲
の
二
首
の
存
在
を
も
勘

案
す
る
と 、

貫
之
が
季
節
の
と
ら
え
方
に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
き 、

し
か
も

＾
自
然
の
推
移
に
よ
る
四
季
観
＞
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
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こ
の
こ
と
は、

前
節
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た、

貫
之
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
詠

歌
の
姿
勢
と
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う。

す
な
わ
ち、

自
然
の
変
化
を
主
眼
に
し
た

季
節
の
流
動
的
推
移
を
詠
む
一

群
の
歌
々
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は、

貫
之
が
自

然
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
の
到
来
・

退
去
を
と
ら
え
る
季
節
観
を
保
持
し
て
い

た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か。

五、

花
鳥
絵
巻
的
配
列
と
貫
之

貫
之
は、

古
今
集
撰
者
の
中
で
も
編
纂
責
任
者
と
し
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

そ
れ
は
貫
之
の
入
集
歌
が
群
を
抜
い

(
18)
 

て
多
い
と
い
う
事
実
に
基
づ
く。

(
19)
 

そ
の
古
今
集
の
四
季
部
は、

松
田
武
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に、

立
春
・

雪

．

鶯
・

若
菜•
…・・
梅、

桜
と、
一

読
し
て
四
季
の
推
移
が
把
握
で
き
る
よ
う
に

自
然
の
景
（
主
題
）

が
配
列
さ
れ
て
い
る。

ま
た、

恋
の
部
に
も
素
材
と
し
て

詠
ま
れ
た
自
然
の
景
物
が、

季
節
の
推
移
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
部
分
が

(
20)
 

あ
る
こ
と
が
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
配
列
に
は、

(
21)
 

万
葉
集
の
四
季
分
類
の
歌
巻
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も、

そ
こ
に

は、

季
節
の
推
移
に
つ
い
て
古
今
集
ほ
ど
の
緊
密
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

藤
岡

(
22)
 

忠
美
氏
は、

こ
の
よ
う
な
配
列
と
「
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
『
時
の
推
移
』

に
浮
か

べ
て
よ
む
」

と
い
う
古
今
集
全
般
の
歌
風
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り、
「
こ

う
し
た
『
時
の
推
移
』

と
い
う
視
点
が、

当
時
の
歌
人
た
ち
に
共
通
し
た
前
提

と
し
て
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
『
古
今
集
』

内
部

の、

和
歌
の
配
列
の
し
方
も
成
り
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う。

前
述
の
よ
う
な
花

鳥
絵
巻
に
も
た
と
え
ら
れ
る
推
移
展
開
な
ど、

撰
者
た
ち
が
こ
の
『
時
の
推

移
』

を
い
か
に
精
妙
に
再
構
成
す
る
か
に
情
熱
を
そ
そ
い
だ
理
由
に
つ
い
て

も、

よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る。

お
そ
ら
く、
「
花
鳥
絵
巻」

の
ご
と
き
古
今
集
の
配
列
は、

撰
者
四
人
の
合

議
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ、

撰
者
た
ち
に
共
通
す
る
「
時
の
推
移」

と
い
う
視

点
が
反
映
し
た
結
果
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば、

貫
之
は

四
人
の
撰
者
の
中
で、

と
り
わ
け
自
然
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
を
と
ら
え
る
季

節
観
を
保
持
し、

季
節
の
推
移
を
自
覚
的
に
詠
み
込
む
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て

い
た
。

こ
れ
は
主
と
し
て
古
今
集
以
後
の
貫
之
歌
か
ら
帰
納
し
た
も
の
で、

こ

の
姿
勢
と
古
今
集
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ

が、
「
袖
ひ
ち
て
」

の
歌
が
古
今
集
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば、

古
今

集
編
纂
時
に
お
い
て
も、

と
り
わ
け
貫
之
が
「
花
鳥
絵
巻
」

の
ご
と
き
配
列
を

作
り
出
す
資
質
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る。

貫
之
が
古
今
集
編
纂
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は、

以
上、

貫

之
の
詠
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

(

1
)

古
今
集
他、

勅
撰
集
の
本
文
は、
『
新
編
国
歌
大
観』
（
昭
58.
2、

角
川
書
店）

に
よ
る。

(

2
)

『
古
今
和
歌
集
評
釈』
（
昭
10
し
12
)

所
収
の
「
古
今
和
歌
集
概
説」。

(
3
)

貫
之
集
の
本
文、

お
よ
び
歌
番
号
は、

歌
仙
家
集
本
を
底
本
と
し、

諸
本
お
よ

び
他
文
献
に
よ
っ
て
遺
濶
を
補
っ
た
片
桐
洋一
監
修、
ひ
め
ま
つ
の
会
編
『
紀
貫

之
全
歌
集
総
索
引』
（
昭
43
.
8、

大
学
堂
書
店）
に
よ
る。

(

4
)

朗
恒
集
の
本
文
は、

書
陵
部
蔵
五
―
―
・
ニ
八
本
を
底
本
と
し、

諸
本
お
よ
び

他
文
献
に
よ
っ
て
遺
漏
を
補
っ
た
滝
沢
貞
夫、

酒
井
修
編
『
校
本
凡
河
内
射
恒
全

歌
集
と
総
索
引』
（
昭
58
.
7、

笠
間
書
院）
に
よ
る。

歌
番
号
も
そ
れ
に
従
っ

た
が、

底
本
に
な
い
歌
を
引
用
す
る
場
合
は、

そ
の
伝
本
名
と
番
号
を
記
し
た。

(
5
)

忠
苓
集
の
本
文
は、

書
陵
部
蔵
五
一
O
·
―
二
三
を
底
本
と
し、

諸
本
お
よ
び

他
文
献
に
よ
っ
て
遺
漏
を
補
っ
た
菊
地
靖
彦
「
忠
苓
全
歌
集」
(『-
関
高
専
研
究

紀
要』
6
号、

昭
46
.
8)
に
よ
る。

底
本
に
な
い
歌
を
引
用
す
る
場
合
は、

そ

の
伝
本
名
を
記
し
た。

(
6)、
（
7
)

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史』
（
昭
41
.
5、

墨
水
書
房）。

(
8
)

徳
原
茂
美
「
屏
風
歌
の
具
体
相」
（『
国
語
と
国
文
学』
昭
53
.
6)

は、

貫
之
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集
の
屏
風
歌
の
中
に
は 、

屏
風
の
構
図
に
季
節
感
を
き
わ
だ
た
た
せ
る
め
の
工
夫

が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 。

(
9
)

「
万
葉
集
季
節
観
孜
ー

漢
語
八
立
春
＞
と
和
語
八
ハ
ル
タ
ツ
＞
ー」

（『
萬
葉
集

研
究
』

第
五
集 、

昭
51
.
7
) 、

お
よ
び 、
「
持
統
御
製
と
季
節
観」
（『
万
葉
集
を

学
ぶ
』

第
一
集 、

昭
52
.

12
) 。

(
10
)

「
摂
提」
（
北
斗
七
星
の
柄）

が
子
の
方
角
（
真
北）

を
指
す
日
を
冬
至
と
し
て

起
算
し 、

立
春 、

立
夏
な
ど
を
建
て
定
め
る
の
だ
と
い
う 。

(
11
)

『
万
葉
集』
の
本
文
は 、

伊
藤
博
校
注
・

角
川
文
庫
版
『
万
葉
集』
（
昭
60
.
3

し
4 、

角
川
書
店）

に
よ
る 。

た
だ
し 、

歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
に
よ
る 。

(
12
)

「
上
代
文
学
に
見
る
節
月
意
識
の
発
生」
（
愛
知
教
育
大
学
『

国
語
国
文
学
報
』

三
九
集 、

昭
57
.
3
) 。

(
13
)

田
中
氏
は 、
「
暦
月
意
識」
の
歌
と
し
て 、

天
平
二
年
（
七
三
0)

正
月
十
三

日
大
伴
旅
人
邸
の
梅
花
宴
で
の
詠 、
「
正
月
立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を

招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め」
（
巻
五
・

八
一
五
・

大
弐
紀
卿）

な
ど
を
あ
げ
る 。

(
14
)

新
井
栄
蔵
「
春
立
ち
け
る
日
ー

古
今
集
巻
頭
歌
私
見
ー」（
『

文
学
』

昭
51.
2

) 。

(
15
)

こ
の
贈
答
に
つ
い
て
は
諸
本
間
に
異
同
が
あ
る 。

①
西
本
願
寺
本
「
六
月
に
き

の
は
の
も
み
つ
る
を
と
り
て 、

う
た
を
よ
み
て
ま
さ
た
A
の
朝
臣
の
も
と
よ
り
お

く
れ
る
／
秋
こ
そ
あ
れ
な
つ
の
A
へ
な
る
こ
の
は
に
は
つ
ゆ
の
こ
A
ろ
も
あ
さ
く

も
あ
る
か
な
／
と
あ
り
け
る
返
し
／
な
つ
な
か
ら
あ
き
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
葉
は

い
ろ
は
か
り
こ
そ
も
の
う
か
り
け
れ」 、
②
書
陵
部
蔵
五
一
O
·

―
二
本
「
六
月
に

こ
の
は
の
も
み
ち
た
る
か
侍
け
る
を
と
り
て
ま
さ
た
A
の
も
と
に
や
れ
る
／
あ
き

に
こ
そ
あ
れ
な
つ
の
野
へ
な
る
こ
の
は
に
は
つ
ゆ
の
こ
A
ろ
の
あ
さ
く
も
あ
る
か

な
／
と
あ
る
／
な
つ
な
か
ら
あ
き
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
は
A
い
ろ
は
か
り
こ
そ
も

の
う
か
り
け
れ」 、

③
天
理
図
書
館
蔵
伝
為
氏
筆
本
「
な
つ
も
み
し
た
る
き
の
葉

に
か
き
つ
け
て
人
の
も
と
に
た
て
ま
つ
る
／
夏
な
か
ら
秋
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
葉

A
色
ば
か
り
こ
そ
も
の
う
か
り
け
れ」 。

最
大
の
問
題
は 、

②
書
陵
部
蔵
五
一
O·

ー
ニ
本
で
は 、

贈
答
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。

し
か
し 、

他
の
三

本
が
一
致
し
て 、
「
夏
な
が
ら」
を
貫
之
の
歌
と
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
従
う
こ

と
と
す
る 。

ま
た 、

歌
詞
に
も
小
異
が
あ
る
が 、

ひ
と
ま
ず
歌
仙
本
に
よ
っ
て
解

釈
し 、

後
に
他
本
に
よ
る
解
釈
を
注
記
す
る 。

(
16
)

こ
の
歌
の
下
の
旬
「
露
の
心
の
あ
さ
く
も
あ
る
哉」
は 、
「
山
ふ
か
き
や
ど
に
し

あ
れ
ば
年
ご
と
に
花
の
心
は
あ
さ
く
ぞ
あ
り
け
る
」
（
貫
之
集・
ニ
五
二
） 、
「
と
く

と
お
も
ふ
ふ
ね
や
ま
す
は
わ
が
た
め
に
み
づ
の
こ
A
ろ
の
あ
さ
き
な
り
け
り」

（
土
佐
日
記）

な
ど
の
例
か
ら 、

露
の
思
い
や
り
が
な
い 、

思
慮
が
浅
い
意
に
解

す
べ
き
で
あ
る 。

(
17
)

西
本
願
寺
本 、

書
陵
部
本 、

天
理
本
に
よ
る
と 、
「
夏
で
あ
り
な
が
ら
秋
の
到

来
を
待
っ
て
い
る
紅
葉
は 、

季
節
は
異
っ
て
い
て
も
そ
の
色
だ
け
は
秋
の
悲
し
み

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
よ 。」
と
い
う
意
に
な
ろ
う 。

(
18
)

目
崎
徳
衛
『

紀
貫
之』
（
昭
36
.
8 、

吉
川
弘
文
館） 、

村
瀬
敏
夫
『

紀
貫
之
伝

の
研
究
』

（
昭
56
.

11 、

桜
楓
社） 、

藤
岡
忠
美
『

紀
貫
之
』

（
昭
60
.
7 、

集
英

社） 。

(
19
)

『

古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』

（
昭
40
.
9 、

風
間
書
房） 。

(
20
)

久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論』
（
昭
35
ー

36 、

風
間
書
房） 、

小
沢
正
夫

『
古
今
和
歌
集
』

（
日
本
古
典
文
学
全
集 、

昭
46
.
4 、

小
学
館） 、

武
田
早
苗
「
恋

歌
の
中
の
季
節
に
つ
い
て」
（
東
京
家
政
学
院
中
高
等
学
校
紀
要
『

ば
ら
』

23
号 、

昭
60
.
3

) 。

(
21
)

村
瀬
敏
夫
『
古
今
集
の
基
盤
と
周
辺
』

（
昭
46
.

10 、

桜
楓
社） 、

井
手

至

「”
逐
次
II

的
和
歌
配
列
法
の
源
流」
（
小
島
憲
之
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
古
典

学
藻
』、

昭
57
.

11 、

塙
書
房） 、

藤
岡
忠
美
『
紀
貫
之
』

昭
60
.
7 、

集
英
社）

な
ど 。

(
22
)

「
古
今
集
前
後」
（『
講
座
日
本
文
学
中
古
篇
ー』 、

昭
43
.
3 、

三
省
堂） 。

（
本
学
大
学
院
博
士
諜
程
日
本
文
学）

一切一




