
「
近
松
の
四
つ
が
な
に
つ
い
て」）
に
お
、
て、

接
尾
語
「
ず
く
め」

旧
稿
（
閃
山
大
学
法
文
学
隔
ぞ
栢
記
戻
芸
号

し

．
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
「
づ
く
め
」
よ
り
も
「
ず
く
め」
と
す
べ
き
こ
と
を

併
せ
て
述
べ
た。
そ
の
後
と
く
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
も

な
い
ま
ま
に
十
年
近
く
が
過
ぎ
よ
う
と
す
る。
今
日
の
信
頻
す
べ
き
辞
苔
が

「
づ
く
め」
説
を
と
る
こ
と
は
か
わ
ら
な
い。

そ
し
て
今、

森
岡
先
生
の
突
然
の
訃
報
に
接
し
た。

こ
こ
で
は
旧
稿
の
補
訂
を
主
と
し
て、

詳
し
く
は
後
考
を
侯
つ
こ
と
に
し

た
い。
補
訂
の
要
点
は、

⇔
近
松
の
時
代
物
に
「
づ
く
め」
が
一
例
見
ら
れ

る
こ
と、

⇔
歴
史
的
仮
名
遺
い
を
「
ず
く
め」
と
す
る
考
え
は
す
で
に
明
治

期
の
日
本
大
辞
笞、

帝
国
大
辞
典
等
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

用
例
を
兄
な
が
ら
今
少
し
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る。

旧
稿
に
お
い
て
近
松
世
話
物
の
「
ず
く
め
」
四
例
を
示
し
た。
そ
の
注
に
語

形
の
み
を
挙
げ
た
傾
城
洒
呑
窒
子
の
「
ず
く
め」
は
活
字
本
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
以
下
そ
れ
を
も
含
め、
時
代
物
の
例
を
丸
本
に
よ
り
初
浜
頃
に

（
目
に
ふ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
が
そ
の
限
り
で
は
「
ず
く
め」
の

示
す。

接
尾
語
「

ず
く
め
」

万
が
「
づ
く
め」
よ
り
も
多
い。
）

り

け
ふ
こ
そ
五
日
舟
り
と
て、
む
こ
の
二
の
宮
き
を
は
つ
て、
か
な
物

II
の
乗
物
に
録
含
や
う
の
ハ
人
が
た
（
曾
我
五
人
兄
弟・
ニ、

八
行
本
13
ウ、

元
禄
十
二
年、
正
本
近
松
全
渠
三、
474
頁。
七
·
八
行

本
19
ウ
も

コ9
く
め」
）

③

其
あ
ひ
馬
の
次
信
が
後
家、
た
と
へ
か
た
き
が
馬
ず
く
め、
こ
A
IC

ぷ
を
つ
け
か
し
こ
に
ぶ
を
打
（
源
義
経
将
菜
経•
四、
八
行
本
47
オ、

宝
永
三
年、
正
本
近
松
全
渠
六
・
177
頁）

⑥

よ
っ
て
か
ら
め
よ
と
ぞ
よ
ば
ヽ
れ
ば
両
方
門
を
は
た
と
う
ち
町
々
お
こ

っ
て
棒

lI、
お
き
あ
が
れ
ば
た
ヽ
き
ふ
せ
立
あ
が
れ
ば
ぷ
ち
ふ
せ

（
加
増
曾
我・
ニ、
十
行
本
16
ウ、
宝
永
三
年、
正
本
近
松
全
渠
六
．

2
 
44
頁）

ぃ

逆
か
ら
か
し
て
帰
る
と
は
咄
に
も
聞
ぬ
こ
と、
こ
ら
や
袈
理

II

に
な
っ
た
か
と
こ
ゑ
を
上
て
泣
給
ふ
辺
理
の
う
へ
の
逍
理
也
（
傾
城
反

魂
香
・
中・
八
行
本
44
オ、
宝
永
五
年、
正
本
近
松
全
集
八
•
381
頁。

七
行
本
60
ゥ
も
「
ず
く
め」
）

の

仮
名
遣
い

坂

梨

隆

-131-



⑥

射
と
れ
や

／＼
と
矢
さ
き
を
そ
ろ
へ 、
よ
こ
ぎ
る
雨
と
射
か
く
る
矢

さ
き 、
さ
し
っ
た
り
と
小
太
刀
を
ぬ
い
て
は
ら
り

ー＼
と
き
り
お
と
す 、

さ
れ
共
よ
ろ
ひ
の
す
き
ま

l＼
矢
ず
く
め
に
す
く
め
ら
れ 、
今
は
是
ま

（
吉
野
都
女
楠・
ニ 、
七
行
90
丁
本
36
オ 、
正
本
近
松
全
集
十
・

で 、303
頁）

⑱

も
と
め
究
の
上
に
か
け
上
り

腹
き
ら
ん
と
い
た
せ
し
を 、
某

知ずーq

刻
に
し
て
う
ち
ふ
せ
首
取
て
侯
（
吉
野
都
女
楠・
三 、
七
行
本
39
ウ 、

宝
永
七
年 、
正
本
近
松
全
集
十
•

310
頁）

．

君
の
お
為
を
し
ら
ぬ
か 、
お
た
め

ー＼
と
渡
辺
が
お
為
ず
く
め
の
ひ

‘‘‘,
 
7

 

,
|,
 

i
り
や
ft・ ・

ね
り

紆 、
漸
虫
を
し
づ
め
け
る
（
弘
徴
殿
穀
羽
産
家・
三 、
七
行
89
T

本
42
オ 、
正
堕一
年 、
正
本
近
松
全
巣
十
ニ
・

199
頁）

と
う

③

見
よ

／＼
平
家
に
あ
は
ふ
か
せ
栢
氏一
統
の
御
代
と
な
し 、

i

邑節冠

紅屡な忍
年3
め
で
た
い

II
に
し
て
見
せ
ん
と
（
平

家
女
設
島・
五 、
七
行
84
丁
本
84
ウ 、
享
保
四
年 、
正
本
近
松
全
集
十

九
•

426
頁）

おか
じめ

・
⑲ 、
囮

は
ぎ
は
み
や
の
ぎ
っ
ヽ
じ
か
関
梅
や
さ
く
ら
の
花
も
み
ぢ 、
天

し
き

よ
り
四
季
の
し
き
せ
し
て 、
手
か
た
の
外
の
色
ず
く
め 、
か
ね
ず
く
め

えい
ぐわ

｀‘ん
かん
じり

な
る
身
の
栄
花 、
金
の
冠
を
き
ぬ
斗
（
傾
城
洒
呑
堂
子
・

四
・

五 、
享

．

．

 保四
年 、
七
行
85
丁
本
61
ウ 、
正
本
近
松
全
渠
二
十•

286
頁）

ぃ
S

．

皿

握
こ
ぶ
し
に
息
吹
か
け
七
ッ

八
ッ

十
二
三
あ
た
ま
も
く
だ
け
と
は
り

廻
す 、
一
子
太
四
郎
と
ん
で
出 、
そ
り
や
親
父
様
な
げ
た
打
こ
ろ
せ
大

じ
な
い 、
ま
つ
か
せ
と
立
か
ヽ
り
家
内
が
よ
っ
て
棒
ず
く
め 、
や
う

や

う
長
を
引
の
く
る
（
傾
城
洒
呑
窯
子・
四
・

五 、
七
行
本
79
ウ 、
正
本

近
松
全
集
二
十
•

322
頁）

ょ"
-

⑫

横
笛
が
か
わ
り
に
て
名
も
横
ふ
ゑ
と
呼
か
ら
は 、
其
ま
ヽ
こ
っ
ち
の

か
ヽ
ヘ
の
内 、
て
が
た
の
通
勤
さ
す 、
暇
が
ほ
し
く
は
五
十
目
に
廿
ゎ

り
ま
し
千
貫
つ
め 、
男
共
横
笛
を
と
め 、
殺
兄
弟
棒

切d以．
に
し
て
追

出
せ
た
A
き
出
せ
と
い
ふ
所
に
（
傾
城
洒
呑
箪
子
・

五 、
七
行
本
85
オ 、

正
本
近
松
全
集
二
十•

333
頁）

⑬

ァ
ヽ
先
々
々
先
待
給へ 、
大
納
言
万
へ
殿
を
呼
よ
せ
め
の
ま
へ
に
て
か

ヽ
せ
し
と
申
か
ら
は 、
往
生
ず
く
め
に
い
か
成
な
ん
だ
い
か
ヽ
せ
し
も

し
れ
ず 、
ひ
ら
い
て
跡
の
返
事
（
井
筒
菜
平
河
内
通
・

三 、
七
行
印
丁

本
45
オ 、
享
保
五
年 、
正
本
近
松
全
集
二
十•

429
頁）

右
伺
の
「

矢ず
く
め」
は
山
田
美
妙
「
日
本
大
辞
宙」
（
明
治
26
年）

、

蹂
起5
「
帝
国
大
辞
典」
（
明
治
29
年）
も
挙
げ
る
も
の
で
あ
り 、
こ
の
「
矢

ず
く
め
に

II
ら
れ」
と
い
う
言
い
方
は
「
ず
く
め」
と
迎
用
形
「
す
く

め」
の
関
係
の
近
さ
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る 。
「
日
本
大
辞
宙」
は
「
ず

く
め」
に
つ
き 、

〔
す
く
め
（
疎）
ノ
義 、
即
チ
其
物
パ
カ
リ
デ
覆
ヒ

辣
メ
ル
意
〕

。
ス
ペ

テ 、
物
パ
カ
リ
デ
覆
ヒ
ス
ク
メ
ル
体
ノ
義
ヲ
現
ス
話 。

と
す
る 。
（
「
帝
国
大
辞
典」
も
殆
ど
こ
れ
と
同
じ 。
）

右
⑱
の
「
矢
ず
く
め」
も 、
多
く

の
矢
を
射
掛
け 、
相
手
が
自
由
に
動
け

な
い
(
n

身
動
き
が
で
き
な
い）
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う 。

伺
の
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「

矢ずく
め」
は
「

矢が

体に

何本も
び
っ
し

りと
突
き
刺
さ
っ
た
状
態」
が
想
像

さ
れ
ろ
け
れ
ど
も、
さ
ら
に、
そ
の
こ
と
に
よ
り
体
が
自
由
に
動
け
な
い
で

い
る
と
い
う
意
を
持
つ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う。

＠
皿、・
⑬
の
「
棒
ず
く
め」
、
ま
た、
世
話
物
の
「
棒
ず
く
め」
一一
例

（
「
ぼ
う
ず
く
め」
曾
根
椅
心
中。
「
ば
う
ず
く
め」
薩
昭
歌）
は、
そ
の

よ
う
に
解
す
ろ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
し
得
ろ
も
の
で
あ
ろ
う。

参
考
ま
で
に
評
判
記
の
例
を
二
つ、
ま
た、
「
艶
道
通
鑑」
（
正
徳
五
年）

．
か
ら
二
例
挙
げ
て
お
く。

み
ち
ゃ

て
う

⑯

其
道
屋
の
親
方、
小
判
ず
く
め
に
し
て、
三
つ
の
年
か
ら
も
ら
ひ
朝

ほ荘
大
事
に
か
け
て
そ
だ
て
け
る
程
に
（
役
者
我
身
宝、
江
戸
之
巻、
正

葱
六
年、
歌
舞
伎
評
判
記
染
成
六
・
145
頁）

こ

とば

．

⑱

兄
先
の
詞
を
そ
む
か
ず
つ
や
ず
く
め
に
あ
し
ら
ふ
を
よ
し
と
お
も
へ

い
ちご
ん

らち

ろ
且
が
た
よ
り
は、
一
言
で
埓
の
あ
く
当
地
の
い
き
か
た、
な
ん
と
見

た
か
皆
の
も
の
と
（
芝
居
昭
小
袖、
京
注
文、
正
術
六
年、
歌
舞
伎
評

判
記
集
成
六
•
235
頁）

ナ
が

⑱

ば
ら
は
し
き
名
を
世
上
に
流
す
事・・・・・

其
源
を
正
せ
ば
無
理
ず
く

め
の
婚
礼
よ
り
起
れ
り
（
下、

十
九
ウ）

じ
うめ
ん

⑬

外
聞
を
お
そ
れ
義
理
ず
く
め
に
か
ヽ
り
て
は
一
季
半
季
は
霰
面
作
り

（
下、
二
十
オ）

さ
て
そ
れ
で
は、

⑥
の
「
め
で
た
い
づ
く
め」
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
か。

「
め
で
た
い
づ
く
め」
の
意
味
は、

「
い
い
こ
と
ず
く
め」
「
新
記
録
ず
く

め」
「
結
構
ず
く
め」
な
ど
の
現
代
語
の
「
ず
く
め
」
に
極
め
て
近
い。
「：·

で
い
っ
ば
い
だ」
の
意
味
に
臨
き
か
え
ら
れ
る。
し
か
し
こ
の

コ9
く
め」

も
今
日、
「
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
い
っ
ば
い
」
の
場
合
は、
「
悪
い
こ
と

ず
く
め」
と
は
言
わ
ず、
む
し
ろ
「
謳
い
こ
と
だ
ら
け」
の
よ
う
に
「
だ
ら

け」
で
表
す
こ
と
が
多
い
よ
う
だ。

近
松
の
こ
ろ、
も

とも
と
「
す
く
め
る
（
す
く
む
る）
」
の

辿男形
か

ら出
た
コ'

く
め」
だ
と
し
よ
う。
だ
と
す
る
と
そ
れ
は、
そ
の
物
で
覆
っ
て、
（
ま
た

は、
取
り
囲
ん
で、
取
り
巻
い
て）
身
動
き
が
な
ら
な
い
ほ
ど
に
す
る、
と

い
う
の
が

本来
の
意
味
で
あ
っ
た
ろ
う。
あ
る
い
は、
身
動
き
が
な
ら
な
い

ほ
ど
に
そ
の
物
で
覆
う、
云
々
と
し
て
も
よ
い。

も
と
も
と
そ
れ
は、
「
棒
ず
く
め」
「
矢
ず
く
め」
の
如
く、
「
棒
で
す

く
め
る
」
「
矢
で
す
く
め
る
」
の
形
に
還
元
し
得
ろ
も
の
で
あ
っ
た。

す
く

め
ら
れ
ろ
側
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
好
ま
し
い
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た。
そ
の
「
ず
く
め」
の
用
法
が
広
が
り、
「
身
動
き
が
出
来
ぬ
ほ

ど
に
そ
れ
で
覆
わ
れ
て
い
ろ。
」
か
ら、
「
そ
れ
で
い
っ
ぱ
い
に
覆
わ
れ
て

い
る。
」
と
な
り、
「
（
好
ま
し
い
こ
と
で）
い
っ
ぱ
い
だ。
」
の
意
を
も

表
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う。
そ
う
な
ろ
と
そ
れ
は
本
来
の
「
す
く
め

る
」
を
一
々
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
な
い。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
づ
く
め」

の
表
れ
ろ
下
地
も
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か．

そ
う
い
っ
た
下
地
は
明
治
以
後
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た。
大
言
海・
大
日
本

国
語
辞
典
な
ど
長
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
代
表
的
な
辞
由
が、
「
尽
く

＋
め」
↓
「
づ
く
め」
説
を
採
っ
た
こ
と
な
ど
は、
そ
の
後
に
も
大
き
な
彩
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響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る。
楼
本
進
吉
「
助
詞・
助
動
詞
の
研
究」
79
頁
に

も
「
づ
く
め」
と
兄
え
る。

実
際、
「
ず
く
め」
は、
接
尾
語
「
づ
く」
「
づ
め」
と
共
通
す
る
意
味

を
有
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り、

旧
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に、

コ
f\」
と
「
づ

め」
の
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
．
ン
で
「
ず
く
め」
が
生
ま
れ
た
と
す
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
は
し
よ
う。

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
や
は
り、
近
松
の
丸
本
に
お
け
る
「
づ
く
め」
に
対

す
ろ・「
が
く
め」
の

優位
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る。

．

こ
こ
で
は
く
り
返
さ
な
い
が、
近
松
の
四
つ
仮
名
で
迎
渇
に
よ
る
も
の
は

乱
れ
が
と
く
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

た
し
か
に、

「
ず
く
め」
を
「
尽
く」
＋
「
め」
と
解
す
る
こ
と
に
は
本

当
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ、
こ
れ
を、
例
え
ば
現
代
の
用
例
の
み
か
ら
判
断
す

る
な
ら
ば
そ
れ
は
確
か
に
有
力
な
説
と
な
る。
然
る
に
近
世
の
用
例
に
照
ら

し
て
み
ろ
と
き
な
お
一
考
す
べ
き
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る。

「
す
く
め
ろ」
は
今
日、

河
（
首）
を
す
く
め
る、

射
す
く
め
ろ、

抱
き

す
く
め
る、
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る。
近
松
の
時
代
物
に
は
次
の
よ
う
な
「
攻

め
す
く
め
る
」
の
例
も
あ
ろ。か

い
らう

だん

みな
もと

か
S

か
の
文
党
東
大
寺
の
二
階
捜
に
壇
を
か
ま
へ
、

源
の

義朝
公
と
困
し
るせめ

で
攻

ほ
ん
ぞん

て

う上
く

ぎや

9“
ぅ

し
本
尊
に
立、
平
家
濶
伏
の
行
法
ま
ぎ
れ
な
き
所、
四
方
を
つ
ヽ
ん

す
く
め
侯
へ
共、
た
ゞ
者
な
ら
ぬ
文
党
太
刀
か
た
な
も
ゆ
る
火
も
事
と
せ

ず
（
平
家
女
護
島・
一
、

正
本
近
松
全
集
十
九、
264
頁）

「
す
く
め
る
」
（
他
動
詞）
の
自
動
詞
形
は
「
す
く
む」
（
四
段）
で
あ

る。
そ
の
連
用
形
「
す
く
み」
の
接
尾
語
的
な
用
法
も
ま
た
見
ら
れ
る。
「
立

らず
く
み
（
あ
る
い
は
「
立
ら
す
く
み
」
）
、
「
居
ず
く
み」
で
あ
る。

「立

らず
く
み」
は
日
荷
辞
書
に
も、
タ
チ．ス
ク
ミ
と
い
う
項
目
が
あ
り、

Tachi

:rucu

mini
 
nat
te
 
xin
uru.
 (
立
練
み
に
な
っ
て
死
ぬ
る）

と
い
う
用
例
が
あ
ろ。
「
居
ず
く
み」
は、

か
ふ
い
へ
ば
忠
兵
街
を
に
く
み
そ
ね
む
様
な
れ
ど、
ゐ
ず
く
み
ぞ、
あ

の
男
が
身
の
成
は
て
が
か
は
い
ひ
（
冥
途
の
飛
脚、
中、
正
本
近
松
全
渠

十一
、
42
頁）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
複
合
勁
詞
が
名
詞
化
し
た
も

の
で
あ
る
が、

「
ー
4
,
v
め」
を
考
え
ろ
参
考
と
は
な
ろ
う。

接
尾
語
「
づ
め」
や
「
ぐ
る
み
」
も、
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ、
「
つ
め
る」

「
く
ろ
む」
の
迎
用
形
で
あ
る。
も
と
動
詞
の
連
用
形
が
一
般
に
複
合
語
の

造
語
成
分
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
（
「
泥
ま
み
れ」

「
庭
づ
た
い」
「
粘

土
づ
く
り」
等）
は
極
め
て
多
い。
「
ず
く
め」
が
「
す
く
め
る
」
の
連
用

形
よ
り
出
た
と
し
て
も
奇
異
で
は
な
い。

明
治
期、

「
ず
く
め」
と
す
る
辞
笞
も
わ
ず
か
に
あ
っ
た
が、
や
が
て
殆

ど
が
「
づ
く
め」
の
み
と
な
る。
ま
た、

例
え
ば、

合
根
崎
心
中
の
「
ぼ
う

ず
く
め」
（
正
本
近
松
全
集
四
•
550
頁）
に
つ
い
て
も、

従
来

「尽く
め」

とす

る
も
の
の
ほ
か、

藤
井
乙
男
「
近
松
全
集」

第
六
巻
な
ど、

「
す
く
め
る
」
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研
究
室
受
譜
図
書
雑
誌
目
録
四

就
実
語
文
（
就
実
女
子
大
学）

樟
蔭
因
文
学
（
大
阪
栂
店
女
子
大
学）

上
智
大
学
園
文
学
論
集

第
十
六
号

女
子
大
図
文
（
京
都
女
子
大
学）

女
子
大
文
学
（
大
阪
女
子
大
学）

叙
説
（

奈
良
女
子
大
学）

第
八
号

親
和
国
文
（
親
和
女
子
大
学）

第
十
七
号

人
文
（

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学）

人
文
（
京
都
府
立
大
学）

成
城
国
文
（

成
城
大
学）

第
三
十
四
号

第
四
号

と
す
る
注
釈
掛
も
あ
る
け
れ
ど
も、
む
し
ろ
近
時
刊
行
の
信
頼
す
べ
き
新

し
い
注
釈
書
の
類
は
多
く
「
尽
く
め」
説
に
似
い
て
い
る。

・

「
づ
く
め」
、
「
ず
く
め」
の
い
ず
れ
を
と
ろ
か
に
よ
っ
て
微
妙
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
違
い
を
生
じ
る
の
で
あ
る
が、
本
稿
で
は
敢
て
「
ず
く
め」
を
と

る
ぺ
き
こ
と
を
述
ぺ
た
の
で
あ
る。

（

東京
大
学
肋
教
授）

第
二
十
号、

第
二
十
一
号

第
九
十
二
号、

第
九
十
三
号

第
五
号、

第
七
号

第
三
十
五
号

人
文
学
報
（

東
京
都
立
大
学）

第一
六
0
号

人
文
学
論
集
（
仏
教
大
学）

第
十
六
号

人
文
研
究
（

大
阪
市
立
大
学）

第
三
十
四
巻
四
号、

第
三
十
五
巻
三
号

第
六
号

第
十
一
号

南
山
国
文
論
集
（
南
山
大
学）

日
本
語
と
日
本
文
学
（
筑
波
大
学） 第
七
号

第
九
号

成
城
閲
文
学
論
集

消
泉
女
子
大
学
紀
要

説
話
（
説
話
研
究
会）

詑
見
大
学
紀
要

第
三
十
号

第
三
十
二
号、

第
三
十
三
号、

第
三
十
四
号

第
六
十
九
号、
第
七
0
号

専
修
同
文
（

専
修
大
学）

短
大
論
叢
（

関
東
学
院
女
子
短
期
大
学）

中
央
大
学
国
文

第
二
十
六
号

中
世
文
学
研
究
（
中
四
国
中
世
文
学
研
究
会）

調
査
研
究
毅
告
（
国
文
学
研
究
資
料
館）

第
四
号

通
信
（

東京外
国
語
大
学）
．
第
四
十
六
号、

第
四
十
七
号、

第
四
十
八
号

第
二
十
号

束
横
国
文
学

東
海
学
園
困
語
国
文
（
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学）

同
朋
国
文
（

同
朋
大
学）

第
二
十
三
号、
第
二

同
志
社
国
文
学
（
同
志
社
大
学）

第
二
十一
号、

第
二
十
二
号

第
十
六
号

宮
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

常
菓
国
文
（
常
葉
学
園
短
期
大
学）

第
八
号

第
六
号、

第
七
号

第
三
十
一
号

宮
山
大
学
教
育
学
部
紀
要

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
報

奈
良
大
学
紀
要

第
二
号、
第
三
号

十
四
号

第
十
五
号

第
七
号

第
十
五
輯

第
九
号
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