
心
敬
付
句
の
一
理
解
 
 

－
1
意
序
題
曲
流
の
考
え
方
を
め
ぐ
っ
て
 
一
 
 

兵
 
野
 
純
一
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 

連
歌
論
の
展
開
の
う
え
で
、
心
敬
は
本
質
論
、
態
度
論
、
稽
古
論
、
契
約
理
念
論
な
ど
い
ず
れ
の
方
面
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
 
 
 

特
色
あ
る
考
え
を
述
べ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
連
歌
固
有
の
問
題
で
あ
る
付
合
論
に
お
け
る
主
張
に
は
、
独
得
の
も
の
が
あ
る
。
そ
 
 
 

の
う
ち
で
と
く
に
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
『
さ
1
め
ご
と
』
を
は
じ
め
請
書
に
言
及
す
る
疎
句
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
説
 
 
 

に
つ
い
て
は
す
で
に
諸
先
学
に
よ
っ
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
意
義
づ
け
に
ほ
不
一
致
も
み
え
る
も
の
の
、
表
現
の
特
質
に
お
い
 
 
 

て
ほ
ほ
ぼ
一
致
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
の
主
張
と
し
て
は
、
先
掲
書
に
か
な
り
の
紙
幅
を
さ
い
て
説
明
す
る
 
 
 

篇
序
趨
曲
流
の
考
え
方
が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
え
方
も
疎
句
説
に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
諸
先
学
が
 
 
 

十
二
分
に
考
察
を
加
え
ら
れ
た
と
は
い
い
が
た
く
、
諸
点
に
わ
た
っ
て
共
通
し
た
結
論
を
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
今
日
に
至
っ
て
い
 
 

る
と
み
て
よ
い
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
こ
の
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
が
、
疎
句
説
に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
、
一
定
の
評
価
を
下
さ
れ
、
そ
 
 
 

れ
が
そ
の
ま
ま
心
敬
の
連
歌
の
特
質
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
、
見
解
の
一
致
を
み
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
心
敬
の
歴
史
的
位
置
 
 
 

づ
け
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
実
情
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
考
え
方
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
ほ
意
義
が
あ
ろ
う
か
 
 

如
 
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
ほ
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
の
観
点
か
ら
諸
作
品
に
一
連
の
分
析
作
業
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
心
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敬
の
眠
と
心
と
を
通
し
て
の
作
品
把
捉
の
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
 
 
 

第
一
に
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
を
心
敬
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
測
り
つ
つ
整
理
す
る
こ
と
。
 
 
 

第
二
に
、
こ
の
考
え
方
に
泊
っ
て
作
品
分
析
の
基
準
を
提
起
す
る
こ
と
。
 
 
 

第
三
に
、
そ
の
基
準
を
用
い
て
心
敬
お
よ
び
同
座
し
た
諸
作
者
の
付
合
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

第
四
に
、
心
敬
の
付
合
の
特
質
と
そ
の
連
歌
論
と
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
。
 
 

を
、
主
た
る
目
的
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
試
み
は
、
現
状
で
は
、
対
象
と
す
る
付
合
を
無
限
定
に
拡
大
し
て
分
析
を
実
行
し
て
い
る
点
で
、
悪
意
的
な
も
の
と
な
っ
て
 
 

い
る
。
ま
た
、
付
合
論
の
諸
常
識
を
捨
象
し
て
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
の
み
に
よ
っ
て
作
業
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
点
で
、
極
端
に
す
 
 

ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
十
分
な
見
通
し
を
欠
い
た
ま
ま
で
、
『
さ
1
め
ご
と
』
本
文
を
包
括
的
に
把
握
し
ょ
う
と
い
う
立
場
を
 
 

と
り
、
こ
の
号
え
方
の
整
理
を
武
人
て
い
る
点
を
あ
わ
せ
る
と
、
き
わ
め
て
不
確
実
な
結
論
に
し
か
至
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ぎ
る
を
 
 

え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
敬
の
付
合
論
の
理
解
と
作
品
評
価
、
ま
た
連
歌
一
巻
の
分
析
手
法
に
つ
い
て
の
一
つ
の
試
み
と
し
 
 

て
、
そ
の
方
法
と
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
、
今
後
の
成
熟
t
た
結
論
に
就
き
た
い
と
考
え
る
。
 
 

鰯
序
題
曲
流
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

心
敬
の
連
歌
論
を
代
表
す
る
『
さ
↓
め
ご
と
』
の
本
文
は
、
そ
の
章
段
構
成
面
を
柱
と
し
て
版
本
系
と
類
従
本
系
の
二
系
統
に
大
 
 

別
さ
れ
、
成
立
年
次
と
執
筆
者
の
問
題
を
含
め
た
成
立
論
を
中
心
に
検
討
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
前
者
を
心
敬
の
草
案
 
 

本
と
し
、
後
者
を
心
敬
ま
た
は
第
三
者
に
よ
る
改
編
本
と
す
る
見
解
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
お
、
諸
点
で
大
き
く
異
な
っ
 
 

注
⊥
 
 

た
主
張
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
篇
序
組
曲
流
の
考
え
方
は
、
版
木
系
本
文
で
は
同
書
の
前
篇
と
後
篇
の
二
箇
所
に
お
い
て
 
 

述
べ
ら
れ
、
類
従
本
系
本
文
で
は
前
篇
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
大
き
な
相
違
点
を
も
つ
ほ
か
、
諸
本
間
の
本
 
 

文
異
同
も
少
な
く
な
く
、
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
執
筆
者
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
、
当
面
こ
の
箇
所
に
限
定
し
て
も
、
そ
れ
ら
本
文
を
詳
細
に
識
別
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
厳
密
に
心
敬
の
考
え
方
を
 
 

確
定
す
る
作
業
は
、
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
そ
れ
ら
本
文
上
の
差
異
を
あ
る
範
囲
内
で
最
 
 

大
限
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
包
括
的
に
そ
の
内
容
を
把
捉
す
る
方
法
も
試
み
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
 
 

に
お
い
て
は
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
こ
の
方
法
を
前
提
と
し
て
検
討
を
進
め
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
心
敬
の
名
を
も
っ
て
呼
ん
 
 

で
き
た
対
象
を
、
そ
の
本
文
の
広
が
り
の
な
か
で
心
敬
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
思
想
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
心
敬
像
の
一
側
面
を
 
 

意
味
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
 
 
 

さ
て
、
篇
序
趨
曲
流
の
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
中
心
部
分
を
、
版
本
系
の
尊
経
閣
文
庫
本
を
上
段
に
、
類
従
本
系
の
書
陵
 
 

洋
二
 
 

部
本
を
下
段
に
配
し
て
、
章
段
構
成
上
の
対
応
関
係
を
示
す
番
号
を
付
し
て
示
せ
ば
、
次
の
ご
と
く
に
な
る
。
 
 

此
の
三
旬
は
、
前
の
下
の
句
に
曲
の
心
あ
り
て
も
み
く
ど
き
 
 

‖
‖
‖
H
‖
‖
‖
‖
ゆ
へ
 
 

た
る
故
に
、
付
句
を
篇
・
序
・
題
に
な
し
て
言
ひ
か
け
て
前
 
 

3
4
⑧
（
1
2
6
⑧
）
先
達
語
り
侍
り
し
。
此
の
事
連
歌
の
最
用
 
 

（
け
勺
サ
ケ
）
 
 

な
る
べ
し
。
仮
令
、
下
の
句
に
曲
の
心
あ
ら
ば
、
上
の
句
を
 
 

い
の
こ
 
 

篇
・
序
・
題
に
な
し
て
言
ひ
残
す
べ
し
。
又
、
上
の
句
に
曲
 
 

（
1
）
 
つ
み
も
む
く
い
も
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
 
か
」
ワ
 
 
月
で
」
る
狩
場
の
雪
の
朝
ぼ
ら
け
 
 

（
3
）
 
氷
と
け
て
も
雪
は
手
に
あ
り
 
へ
わ
ら
び
）
 
 
 
散
り
か
1
る
野
沢
の
花
の
し
た
蕨
 
 

（
2
）
 
返
へ
し
た
る
田
を
又
返
へ
す
な
り
 
 

あ
し
引
の
山
に
ふ
す
猪
の
夜
は
き
て
 
 

あ
り
て
も
み
た
ら
ば
、
下
の
句
を
篇
・
序
・
題
に
な
し
 
 

な
が
 
 

ひ
流
す
べ
し
。
 
 

救
済
 
 

善
阿
 
 

順
覚
 
 

こ
の
三
句
は
、
前
の
句
に
、
曲
の
心
あ
り
て
理
を
い
ひ
あ
ら
 
 

つ
け
 
 

吋
い
侍
る
故
に
、
上
の
句
の
付
ざ
ま
を
ば
篇
序
題
に
な
し
 
 

ゆ
づ
 
 

て
、
い
ひ
か
け
、
い
ひ
残
し
て
、
前
句
に
譲
り
侍
り
。
 
 
 

（
4
）
 
面
影
の
遠
く
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
 
 
 

こ
と
わ
り
 
 

句
を
篇
序
題
に
な
し
て
、
句
の
理
を
ば
前
句
の
い
ひ
あ
ら
は
 
 

2
6
⑧
（
1
3
4
⑧
）
仮
令
、
下
の
句
に
曲
の
心
あ
ら
ば
、
 
 

し
侍
れ
ば
、
い
ひ
か
け
、
い
ひ
流
し
侍
る
べ
し
。
 
 
 

（
1
）
 
罪
も
む
く
い
も
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
 
 

月
残
る
狩
場
の
雪
の
朝
ぼ
ら
け
 
 
 

（
2
）
 
か
へ
し
た
る
田
を
又
か
へ
す
な
り
 
 

あ
し
引
の
山
を
ふ
す
緒
の
夜
出
で
て
 
 
 

（
3
）
 
氷
と
け
て
も
雪
は
手
に
あ
り
 
 

散
り
か
か
る
野
沢
の
花
の
下
わ
ら
び
 
 

止
の
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野
 
 

兵
 
 

こ
の
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
は
ま
ず
、
そ
れ
を
和
歌
説
と
し
て
認
め
た
う
え
で
、
連
歌
に
お
け
る
最
要
の
考
え
方
と
断
じ
ら
れ
て
 
 

い
て
、
心
敬
の
和
歌
連
歌
一
体
観
と
深
く
関
係
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
然
そ
の
適
用
の
仕
方
は
両
者
で
相
違
 
 

し
、
前
者
で
は
一
首
の
う
え
の
問
題
と
さ
れ
る
も
の
を
、
後
者
で
は
前
句
と
何
句
と
の
連
接
の
様
態
に
転
用
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
 
 

心
敬
は
、
連
歌
の
上
の
句
ま
た
は
下
の
句
の
前
句
が
曲
に
相
当
す
る
と
き
、
下
の
句
ま
た
は
上
の
句
の
付
句
は
篇
序
題
と
い
う
形
を
 
 

と
る
よ
う
に
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
二
旬
間
の
関
係
を
欠
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
句
で
言
い
果
て
 
 

て
い
る
付
合
は
、
感
情
も
な
く
秀
逸
も
あ
り
え
な
い
と
主
張
ナ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
を
疎
句
説
と
結
び
つ
け
て
言
及
さ
れ
た
先
学
に
、
田
中
裕
氏
と
斎
藤
義
光
氏
と
が
あ
る
。
と
く
に
斎
 
 

藤
氏
は
、
木
藤
才
蔵
氏
と
と
も
に
こ
の
考
え
方
が
二
旬
間
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
本
稿
の
主
張
に
対
し
て
強
 
 

洋
三
 
 

い
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
田
中
・
斎
藤
両
氏
の
御
見
解
に
は
顕
著
な
対
立
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
半
は
、
 
 

疎
句
体
と
疎
句
思
想
と
の
理
解
の
相
違
に
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
い
の
は
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
」
の
篇
序
題
曲
流
の
考
え
 
 
 

い
な
が
 
 

て
言
ひ
流
し
た
る
ば
か
り
な
り
。
連
歌
は
必
ず
上
の
句
を
言
 
 

上
の
句
に
言
は
せ
は
つ
べ
き
物
と
見
え
た
り
。
お
の
〈
に
 
 

の
こ
 
 

ひ
残
し
て
下
の
句
に
ゆ
づ
り
、
下
の
句
に
言
ひ
は
て
ず
し
て
、
 
 
 

へ
か
ん
せ
い
）
 
 

言
ひ
は
て
た
る
句
に
ほ
、
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
。
 
 

す
故
に
、
下
の
句
を
篇
・
序
・
産
に
な
し
て
、
前
句
を
う
け
 
 

此
の
二
句
は
、
前
の
上
砂
旬
に
曲
の
心
あ
り
て
一
計
ひ
あ
ら
は
 
 

か
な
 
 
 

句
に
ゆ
づ
り
侍
り
。
 
お
も
か
げ
と
を
 
 
 

（
4
）
 
面
影
の
遠
く
な
る
こ
そ
悲
し
け
れ
 
 

花
み
し
山
の
夕
ぐ
れ
の
雲
 
 
 

（
5
）
 
ま
へ
う
し
ろ
戸
の
二
つ
あ
る
柴
の
庵
 
 

い
～
 
 

出
で
て
入
る
ま
で
月
を
こ
そ
見
れ
 
 

良
阿
 
 

信
照
 
 

（
5
）
 
ま
へ
う
し
ろ
戸
の
二
つ
あ
る
柴
の
庵
 
 

出
で
て
入
る
ま
で
月
を
こ
そ
見
れ
 
 

信
昭
 
 

こ
の
二
句
は
、
前
句
の
上
の
句
に
曲
の
心
あ
り
て
理
侍
れ
 
 

ば
、
下
の
句
を
ば
篇
序
題
に
な
し
て
、
前
句
に
い
は
せ
て
い
 
 

ひ
残
し
侍
り
、
連
歌
は
、
必
ず
上
の
句
に
い
ひ
残
し
て
、
下
 
 

の
句
に
い
ひ
果
て
さ
せ
、
下
の
句
に
い
ひ
残
し
て
上
の
句
に
 
 

こ
と
わ
h
ソ
 
 

譲
り
て
い
は
せ
侍
り
て
、
両
句
の
上
に
て
理
あ
ら
は
れ
、
感
 
 

や
）
 
 

情
聞
こ
ゆ
る
様
に
作
る
と
也
。
こ
れ
を
、
篇
・
序
・
題
・
曲
 
 

・
流
と
い
へ
り
。
各
一
句
づ
つ
に
て
い
ひ
果
て
た
る
は
、
心
 
 

つ
か
ず
並
べ
置
き
た
る
ば
か
り
也
。
 
 

花
見
し
山
の
夕
暮
の
雲
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方
そ
の
も
の
の
、
あ
い
ま
い
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
氏
の
見
解
の
相
違
点
と
一
致
点
と
を
念
頭
 
 

に
お
き
な
が
ら
、
こ
の
付
合
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
も
つ
問
題
点
を
列
挙
す
れ
ぼ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
ず
第
一
に
、
和
歌
説
と
し
て
の
篇
序
題
曲
流
は
各
旬
間
の
関
係
の
ご
と
く
に
う
け
と
れ
る
も
の
の
、
書
陵
部
本
で
は
そ
の
説
明
 
 

に
「
名
歌
の
継
ぎ
ざ
ま
」
と
あ
り
、
そ
の
点
が
和
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
と
の
関
係
の
ご
と
く
に
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
と
関
連
し
 
 

て
、
こ
の
考
え
方
の
連
歌
へ
の
適
用
の
妥
当
性
か
ら
和
歌
連
歌
一
体
観
も
強
化
さ
れ
る
の
か
、
逆
に
一
休
観
ゆ
え
に
こ
の
説
が
連
歌
 
 

に
貴
賓
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
に
、
連
歌
の
付
合
の
場
合
に
、
両
句
が
篇
序
題
と
曲
流
と
に
二
分
さ
れ
る
の
か
、
曲
に
篇
序
覆
お
よ
び
流
が
対
応
す
る
の
か
 
 

明
確
で
な
い
。
こ
の
点
は
、
本
文
上
の
問
題
も
あ
っ
て
、
一
対
の
概
念
が
一
定
の
内
容
と
し
て
明
確
で
あ
れ
ば
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
 
 

よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
篇
序
産
ま
た
ほ
篇
序
趨
流
の
内
容
は
か
な
り
多
義
的
で
あ
り
、
ま
た
、
曲
あ
る
い
は
曲
流
の
内
容
も
、
 
 

た
と
え
ば
尊
経
閣
文
庫
本
と
書
陰
部
本
の
説
明
を
と
っ
て
も
、
微
妙
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 
 

第
三
に
、
篇
序
題
曲
流
の
関
係
を
も
つ
句
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
一
句
の
独
立
と
い
う
連
歌
に
お
け
る
基
本
的
要
請
と
、
ど
の
よ
う
 
 

な
関
係
に
立
つ
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
こ
の
考
え
方
が
百
韻
の
展
開
を
保
障
す
る
と
み
る
か
、
そ
の
 
 

形
態
を
破
壊
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
る
か
と
い
う
、
両
氏
の
篇
序
題
曲
流
に
対
す
る
見
解
の
最
大
の
対
立
点
に
つ
い
て
、
ど
う
 
 

結
論
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
諸
点
を
解
決
す
る
手
が
か
り
は
、
何
よ
り
も
篇
序
題
曲
流
の
説
明
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
例
句
で
あ
り
、
さ
ら
に
疎
句
 
 

説
に
収
め
ら
れ
た
引
例
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
に
付
さ
れ
た
説
明
の
ほ
か
、
心
敬
お
よ
び
そ
の
他
の
連
歌
師
の
言
説
の
な
か
か
ら
、
 
 

参
照
す
べ
き
も
の
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
一
定
の
結
論
を
う
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
 
 

ず
、
諸
先
学
の
見
解
に
対
す
る
一
応
の
判
断
を
示
す
こ
と
に
も
な
り
、
ひ
い
て
は
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
至
る
か
と
考
え
 
 

る
。
以
下
に
、
『
さ
1
め
ご
と
』
に
示
さ
れ
た
例
旬
の
検
討
に
移
り
た
い
。
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『
さ
ゝ
め
ご
と
』
付
合
例
の
基
本
的
分
析
 
 

『
さ
ゝ
め
ご
と
』
 
の
篇
序
組
曲
流
を
説
明
す
る
付
合
例
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
は
、
心
敬
の
説
明
に
従
っ
て
そ
れ
ら
付
合
を
前
句
 
 

と
何
句
と
に
分
離
し
た
う
え
で
、
共
通
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
句
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
 
 

ま
ず
、
曲
の
句
に
つ
い
て
み
る
と
（
3
・
4
頁
参
照
）
、
（
1
）
の
付
合
例
で
は
、
形
式
上
の
問
題
と
し
て
、
句
末
に
述
語
が
表
示
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
一
句
と
し
て
主
語
述
語
関
係
に
立
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
内
容
上
で
は
、
一
旬
が
一
定
 
 

の
水
準
で
の
陳
述
を
完
成
さ
せ
て
い
る
、
陳
述
表
現
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
形
式
と
内
容
の
両
面
に
お
け
る
特
徴
は
、
（
2
）
 
（
3
）
 
 

（
4
）
の
付
合
例
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
、
（
5
）
の
例
句
が
例
外
と
な
る
。
 
 
 

次
に
、
篇
序
題
の
句
に
つ
い
て
み
る
。
（
1
）
の
付
合
例
で
は
形
式
上
の
問
題
と
し
て
、
句
末
が
体
言
で
終
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

が
特
徴
的
で
、
一
句
と
し
て
主
語
述
語
関
係
を
と
る
句
型
で
は
な
い
。
内
容
上
で
も
、
一
定
の
説
明
を
加
え
ら
れ
た
具
体
的
対
象
を
 
 

呈
示
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
両
性
格
は
、
（
3
）
お
よ
び
（
4
）
の
篇
序
題
相
当
句
に
共
通
す
る
が
、
（
2
）
と
 
 

（
5
）
 
の
付
合
例
は
例
外
と
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
例
外
句
の
う
ち
、
前
句
の
曲
に
対
し
て
何
句
の
篇
序
接
が
例
外
と
な
っ
て
い
る
（
2
）
の
付
句
に
つ
い
て
み
る
 
 

と
、
形
式
上
で
は
助
詞
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
て
い
て
、
句
と
し
て
の
水
準
に
あ
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
る
。
内
容
上
で
も
、
一
句
と
 
 

し
て
は
説
明
表
現
と
し
て
そ
れ
を
統
括
す
る
陳
述
表
現
を
予
定
す
る
句
で
あ
る
。
こ
の
（
2
）
 
の
何
句
と
形
式
上
の
共
通
性
を
も
つ
 
 

旬
が
連
歌
に
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
実
例
に
あ
た
れ
ば
た
だ
ち
に
納
得
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
の
句
が
内
容
上
、
説
明
表
現
以
外
 
 

の
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
こ
と
は
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
（
2
）
例
は
、
前
句
の
性
格
が
他
の
曲
の
例
句
と
共
通
す
 
 

る
こ
と
か
ら
、
付
句
も
篇
序
題
の
旬
の
う
ち
の
一
類
型
と
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
 
 
 

最
後
に
、
（
5
）
の
付
合
例
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
前
句
は
説
明
に
よ
れ
ば
曲
の
句
と
さ
れ
て
い
る
が
、
（
1
）
（
3
）
（
4
）
の
 
 

付
合
例
の
篇
序
題
の
何
句
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
旬
型
で
あ
る
。
逆
に
何
句
は
、
篇
序
経
と
明
言
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
付
合
例
の
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前
句
の
曲
の
旬
に
相
当
す
る
形
式
と
内
容
の
旬
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
付
句
例
と
説
明
と
は
、
組
合
せ
を
逆
に
す
る
誤
ま
り
を
 
 

お
か
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
付
合
例
は
説
明
の
基
本
を
同
じ
く
し
て
、
尊
絶
間
文
庫
本
と
書
陵
部
本
と
 
 

に
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
放
か
に
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
こ
で
、
当
面
こ
の
（
5
）
例
を
除
い
た
範
囲
内
で
指
摘
で
き
る
形
式
と
内
容
上
の
特
質
に
よ
っ
て
、
篇
序
態
と
曲
と
を
規
定
す
 
 

る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
曲
の
句
は
、
主
語
述
語
関
係
を
備
え
た
陳
述
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
篇
序
題
の
句
は
、
一
つ
に
 
 

は
句
の
水
準
で
の
説
明
表
現
と
し
て
、
曲
の
旬
に
包
摂
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
他
に
、
独
立
の
関
係
に
立
つ
可
と
し
て
、
曲
の
旬
の
 
 

陳
述
表
現
の
状
況
や
背
景
の
呈
示
表
現
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
付
合
の
園
係
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
形
式
上
か
ら
も
内
容
面
か
ら
も
、
両
句
に
よ
っ
て
三
句
切
れ
の
和
歌
が
合
成
さ
 
 

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
後
者
の
両
句
が
独
立
の
関
係
に
あ
る
場
合
 
1
 
 

に
も
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
も
和
歌
一
首
と
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
か
な
 
 

り
複
雑
な
補
足
的
表
現
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
形
式
を
超
え
る
も
の
の
、
さ
ら
に
完
全
に
統
一
さ
れ
た
陳
述
表
現
と
な
し
 
 

ぅ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
篇
序
越
曲
流
の
考
え
方
の
意
味
す
る
も
の
は
、
用
例
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
な
の
で
 
 

あ
る
。
こ
の
和
歌
表
現
に
帰
着
す
る
点
に
、
両
句
を
あ
わ
せ
て
読
み
あ
げ
た
場
合
の
聴
覚
印
象
が
、
円
滑
勝
連
の
快
適
さ
を
も
つ
も
 
 

の
と
な
る
こ
と
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
、
ま
た
保
障
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

篇
序
趨
曲
流
に
つ
い
て
の
例
句
の
分
析
を
一
恵
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
例
句
を
篇
序
題
と
曲
と
い
う
呼
び
方
の
も
と
に
取
扱
 
 

っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
反
省
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
き
た
の
は
、
『
さ
1
め
ご
と
』
の
前
引
 
 

の
両
本
文
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
歌
学
大
系
本
な
ど
曲
流
と
説
明
す
る
本
文
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
前
引
本
文
 
い
の
こ
い
の
J
 
で
 

は
篇
序
趨
に
つ
い
て
「
言
ひ
残
す
」
 
「
言
ひ
か
け
て
ゆ
づ
り
」
 
「
言
ひ
残
し
て
下
の
句
に
ゆ
づ
り
」
 
「
言
ひ
は
て
ず
」
 
「
い
ひ
か
 
い
な
か
 
け
、
い
ひ
残
し
」
 
「
い
ひ
残
し
て
上
の
句
に
譲
り
て
い
は
せ
」
と
い
っ
た
説
明
と
と
も
に
、
「
言
ひ
流
す
」
 
「
前
句
を
う
け
て
言
ひ
 
な
が
い
な
が
 
 

流
し
」
 
「
言
ひ
残
し
言
ひ
流
し
」
 
「
い
ひ
残
し
、
い
ひ
流
し
」
 
「
い
ひ
か
け
、
い
ひ
流
し
」
と
い
う
説
明
を
も
混
じ
え
て
い
る
（
3
 
 

・
4
負
実
線
部
分
参
照
）
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
歌
学
大
系
本
で
も
、
こ
の
「
流
す
」
と
い
う
説
明
が
篇
序
題
に
対
し
て
、
同
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様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
説
明
と
し
て
曲
流
の
呼
び
方
を
と
っ
て
も
、
「
流
す
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
表
 
 

現
は
、
「
残
す
」
と
す
る
句
と
と
も
に
、
曲
に
対
立
す
る
要
素
、
つ
ま
り
篇
序
短
の
句
の
表
現
の
あ
り
方
に
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
 
 

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
て
し
い
て
整
理
す
れ
ば
、
「
言
ひ
残
す
」
や
「
言
ひ
は
て
ず
」
と
い
う
句
の
表
現
は
呈
示
表
現
と
も
 
 

解
さ
れ
、
「
言
ひ
か
け
る
」
と
い
う
句
の
表
現
は
説
明
表
現
を
意
味
す
る
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
言
ひ
流
す
」
と
い
う
説
明
 
 

の
内
容
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
陳
述
表
現
を
念
頭
に
お
く
一
面
が
あ
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
 
 

尊
経
閣
文
庫
本
そ
の
他
の
（
4
）
な
ら
び
に
（
5
）
の
付
合
例
に
こ
の
説
明
が
用
い
ら
れ
、
ま
さ
に
（
5
）
の
何
句
は
陳
述
表
現
で
 
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
で
、
篇
序
題
と
曲
と
い
う
説
明
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
根
本
的
な
事
情
が
、
か
な
り
の
程
度
に
明
ら
か
に
 
 

な
っ
た
が
、
対
す
る
曲
の
句
を
め
ぐ
る
説
明
に
つ
い
て
も
、
少
し
く
検
討
す
る
と
興
味
あ
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

曲
の
説
明
に
は
、
「
も
み
た
ら
ば
」
「
も
み
く
ど
き
た
る
」
と
い
う
例
と
、
「
言
ひ
あ
ら
は
す
」
 
の
例
と
、
「
言
は
せ
は
つ
」
 
「
言
ひ
 
 

こ
と
わ
り
 
 

は
て
」
 
「
い
ひ
果
て
さ
せ
」
と
い
っ
た
例
と
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
の
二
者
に
は
、
書
陵
部
本
で
は
「
理
を
ば
」
 
「
理
を
」
と
い
う
 
 

説
明
が
付
加
さ
れ
、
（
4
）
（
5
）
 
の
付
合
例
に
は
「
理
侍
れ
ば
」
と
い
う
説
明
も
与
え
て
い
る
（
3
・
4
頁
二
重
線
部
分
参
照
）
。
 
 

こ
の
「
理
」
と
い
う
説
明
は
尊
港
間
文
庫
本
に
は
み
え
ず
、
逆
に
「
も
み
く
ど
く
」
と
い
っ
た
説
明
は
書
陵
部
本
に
は
用
い
ら
れ
て
 
 

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
本
文
は
、
各
本
に
共
通
す
る
例
句
が
も
っ
て
い
る
あ
る
側
面
を
、
微
妙
な
観
点
の
差
異
に
よ
っ
て
説
 
 

明
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
曲
の
旬
の
表
現
上
の
性
格
を
豊
富
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
の
意
味
で
、
穂
久
遠
文
庫
本
が
こ
の
箇
所
に
、
「
此
三
句
は
前
句
の
下
の
旬
に
曲
の
心
あ
り
て
も
み
て
く
と
き
た
る
心
を
末
に
う
 
 

け
て
篇
序
魔
斗
に
て
前
句
に
理
を
い
は
せ
て
う
ち
か
け
い
ひ
の
こ
し
た
る
也
」
と
い
う
本
文
を
有
す
る
こ
と
ほ
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
 
 
 

そ
こ
で
ま
ず
「
理
」
 
の
内
容
を
推
測
し
て
み
た
い
が
、
す
で
に
そ
れ
が
陳
述
表
現
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
さ
 
 

ら
に
陳
述
の
内
容
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
（
1
）
～
（
4
）
の
曲
の
句
が
陳
述
表
明
す
る
と
こ
ろ
は
、
 
 

日
常
的
な
感
情
や
特
異
な
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
、
共
通
の
意
味
は
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
い
ま
は
、
諸
本
の
曲
の
説
明
に
あ
る
 
 

注
五
 
 

「
そ
の
意
趣
を
あ
ら
は
す
」
と
い
う
、
他
旬
と
の
関
係
に
お
け
る
曲
の
句
の
位
置
づ
け
を
意
味
す
る
、
と
解
す
る
よ
り
ほ
か
あ
る
ま
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こ
と
わ
り
 
 

い
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
書
陵
部
本
で
は
こ
の
「
理
」
が
、
「
両
句
の
上
に
て
理
あ
ら
は
れ
、
感
情
聞
こ
ゆ
る
 
 

ト
 
 

様
に
作
る
と
也
」
と
、
二
旬
間
に
わ
た
る
観
点
を
明
確
に
し
て
用
い
ら
れ
、
「
感
情
」
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

こ
の
説
明
は
、
曲
の
句
に
お
け
る
「
理
」
の
相
対
的
意
味
と
、
付
合
に
よ
る
和
歌
一
首
の
形
成
と
陳
述
の
統
一
と
い
う
、
究
極
的
な
 
 

意
味
で
の
「
理
」
の
存
在
を
、
よ
く
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
者
に
お
い
て
「
感
情
」
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
 
 

【
か
ん
t
い
）
 
 

は
、
尊
経
閻
文
庫
本
で
も
「
お
の
〈
に
言
ひ
は
て
た
る
句
に
は
、
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
 
 

で
、
書
陵
部
本
と
同
じ
認
識
を
も
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
尊
経
閣
文
庫
本
に
曲
の
句
が
「
も
み
く
 
 

ど
く
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
「
理
」
の
場
合
と
同
様
に
、
相
対
的
意
味
に
お
け
る
「
感
情
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
 
 

と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
 
 

と
あ
る
と
こ
ろ
と
、
 
 
 

篇
序
題
曲
流
の
概
念
の
拡
大
 
 
 

『
さ
1
め
ご
と
』
 
の
例
句
を
主
に
し
、
そ
の
説
明
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
篇
序
題
曲
流
の
基
本
と
な
る
概
念
を
追
求
し
て
き
た
 
 

残
さ
れ
た
問
題
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
き
わ
め
て
有
益
な
資
料
に
、
兼
載
の
『
連
歌
延
徳
 
 

注
六
 
 

の
「
行
様
」
の
説
明
部
分
が
あ
る
。
 
 

（
6
）
 
罪
の
む
く
ひ
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
 
と
い
ふ
句
に
、
 
 

月
の
こ
る
か
り
場
の
雪
の
あ
さ
ぼ
ら
け
 
 

（
7
）
 
う
き
身
お
も
へ
ば
あ
ぢ
き
な
の
世
や
 
 

遠
山
の
雪
の
ゆ
ふ
べ
に
釣
た
れ
て
 
 

く
だ
 

ま
へ
 

は
か
り
ま
へ
 
 

此
二
句
、
前
の
旬
心
を
砕
き
た
る
旬
に
て
侍
る
を
、
景
気
計
に
て
前
の
句
に
埋
を
い
は
せ
侍
る
也
、
今
度
又
心
に
て
付
侍
る
ま
 
 

じ
き
と
恩
給
也
、
景
気
か
、
風
情
か
に
て
付
た
く
侍
り
、
 
 



（
8
）
 
ま
へ
う
し
ろ
ロ
ふ
た
つ
あ
る
柴
の
庵
 
 

1
9
1
 
 

い
で
1
入
ま
で
月
を
こ
そ
み
れ
 
 

（
9
）
 
偽
の
い
つ
は
り
な
ら
ず
み
ゆ
る
哉
 
 

さ
く
ら
に
か
1
る
嶺
の
し
ら
空
 
 

く
だ
 

く
だ
 

ト
つ
か
 
 

い
な
が
 
 
 
 
此
二
句
は
、
前
句
砕
け
た
る
を
、
や
す
／
＼
と
言
ひ
流
し
侍
る
也
、
前
句
砕
け
ぬ
れ
ば
、
引
か
れ
て
何
句
も
難
し
く
成
ぬ
る
 
 

や
†
 
 

を
、
如
此
安
く
何
た
る
玄
妙
に
や
、
 
 

し
」
あ
る
の
が
、
い
ま
直
接
的
に
参
考
に
な
る
箇
所
で
あ
る
。
 
 

先
に
引
用
し
た
付
合
（
6
）
の
場
合
は
、
『
さ
1
め
ご
と
』
で
曲
の
句
と
す
る
（
1
）
「
罪
も
む
く
ひ
」
の
句
に
つ
い
て
、
「
心
を
 
 

く
〃
h
 

く
だ
 
 
 

砕
き
た
る
句
」
と
し
、
「
理
を
い
は
せ
侍
る
」
と
続
け
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
「
埋
」
 
の
語
を
介
し
て
、
「
砕
き
た
 
 

一
 

る
」
と
い
・
1
説
明
が
、
「
も
み
く
ど
き
た
る
」
と
い
う
説
明
と
、
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
事
実
を
よ
く
窺
わ
せ
る
か
ら
で
あ
 
 

経
 
る
8
そ
の
点
で
歌
学
大
系
本
な
ど
「
も
み
く
だ
き
た
る
」
と
す
る
本
文
を
も
つ
こ
と
は
興
味
深
い
8
そ
こ
で
（
1
）
＝
（
6
）
に
（
7
）
 
 

野
 
の
前
句
を
加
え
て
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
真
理
に
反
す
る
日
常
的
な
私
的
な
実
感
を
n
t
露
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
 
 

奥
 
れ
は
先
に
指
摘
L
た
よ
う
に
、
曲
の
句
の
表
現
を
「
理
」
 
の
要
素
と
あ
わ
せ
て
豊
富
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
て
よ
い
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 

次
に
後
に
掲
げ
た
付
合
例
（
8
）
を
ム
る
と
、
先
に
問
題
と
し
て
残
し
て
き
た
『
さ
1
め
ご
と
』
（
5
）
の
付
句
「
出
で
て
」
を
、
 
 

い
な
が
 
 

「
言
ひ
流
し
侍
る
」
と
し
、
こ
の
説
明
に
「
や
す
〈
と
」
と
注
記
し
、
さ
ら
に
「
安
く
付
た
る
」
と
再
説
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
 
 

な
が
 
 

る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
流
し
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
句
が
篇
序
題
流
に
相
当
す
る
句
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
か
ら
で
あ
 
 

や
†
 
 

る
。
そ
の
う
え
、
「
安
く
」
と
い
う
説
明
を
敷
桁
す
る
と
、
前
句
は
重
い
表
現
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
 
 

こ
、
「
理
」
 
の
内
容
は
「
そ
の
意
趣
を
あ
ら
は
す
」
こ
と
で
あ
り
、
他
句
と
の
関
係
に
お
け
る
曲
の
句
の
位
置
づ
け
を
意
味
す
る
も
 
 
 

の
で
あ
る
と
し
た
理
解
に
、
ほ
ぼ
適
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
体
言
終
止
の
前
句
が
、
『
さ
1
め
ご
と
』
の
例
句
（
5
）
に
お
い
 
 

て
曲
の
句
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
何
ら
か
の
誤
り
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
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ト
・
 
 
 

ノ
 
 
 

そ
こ
で
『
連
歌
延
徳
抄
』
の
「
前
句
砕
け
た
る
」
 
「
前
句
砕
け
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
説
明
の
内
容
が
間
組
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
 
 

て
は
、
こ
れ
ら
の
例
句
の
前
に
述
べ
ら
れ
た
、
 
 

ぐ
る
 
 

く
だ
 

い
な
が
 

つ
ヾ
 
 

つ
ヾ
 
 

す
ぐ
に
言
ひ
流
し
た
る
句
は
続
き
た
る
も
よ
し
、
砕
け
た
る
句
の
続
き
た
る
が
見
苦
し
く
侍
る
也
、
心
の
く
だ
け
た
る
句
を
、
 
 

も
 
 
 

は
か
り
 
 
 

景
気
な
ど
計
に
て
付
侍
る
を
、
又
心
に
て
付
侍
る
が
悪
し
き
に
て
侍
る
也
、
景
気
か
文
体
ば
か
り
か
に
て
付
侍
る
べ
し
、
叉
景
 
 

（
墨
絵
な
ど
の
ご
と
く
）
 
 

気
と
景
気
な
ら
び
侍
ら
ば
心
に
て
付
べ
し
、
景
気
の
句
に
も
心
の
籠
り
た
る
も
侍
り
、
又
心
は
な
く
L
て
、
た
ゞ
眺
望
な
る
も
 
 

侍
べ
し
、
 
 

く
だ
 

い
な
が
 
 

の
「
砕
け
た
る
」
と
い
う
説
明
は
、
曲
折
に
富
む
複
雑
さ
を
意
味
す
る
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
「
言
ひ
流
し
た
る
」
 
の
そ
れ
と
と
も
に
 
 

無
視
で
き
な
い
が
、
（
8
）
に
（
9
）
 
の
句
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
そ
れ
は
内
容
の
意
外
さ
や
理
解
の
困
難
さ
か
ら
解
釈
や
説
明
を
 
 

く
だ
 
 

要
請
す
る
特
賀
を
も
つ
句
、
つ
ま
り
一
種
の
発
句
と
み
ら
れ
る
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
「
砕
き
た
る
」
の
場
合
に
な
ら
っ
 
 

て
い
え
ほ
、
こ
の
種
の
内
窄
も
曲
の
句
の
概
念
の
拡
が
り
と
し
て
承
認
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
篇
序
緩
流
と
曲
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
上
の
拡
大
解
釈
を
認
め
た
場
合
に
、
た
だ
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
形
式
上
 
 

の
規
定
で
あ
る
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
こ
の
「
ま
へ
う
し
ろ
」
の
句
は
、
形
式
上
の
基
本
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
曲
で
は
な
く
て
 
 

篇
序
題
流
に
相
当
し
、
そ
の
付
句
は
あ
た
か
も
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
曲
の
形
式
を
構
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
L
か
L
な
が
ら
 
 

『
連
歌
延
徳
抄
』
を
介
し
て
進
め
て
き
た
解
釈
か
ら
は
、
形
式
上
に
お
い
て
基
本
概
念
と
ま
り
た
く
逆
の
性
格
を
備
え
た
句
の
場
合
 
 

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
篇
序
題
流
ま
た
は
曲
と
し
て
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
無
制
限
に
、
篇
 
 

序
緩
流
と
曲
の
旬
の
規
定
を
逆
転
さ
せ
、
同
一
化
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
当
初
『
さ
1
め
ご
と
』
の
（
5
）
例
を
除
い
て
確
定
し
た
 
 

基
本
概
念
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
と
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
心
敬
に
お
い
て
ほ
、
す
で
に
示
し
た
規
定
も
、
い
ま
と
ろ
う
と
し
て
い
る
拡
大
解
釈
も
、
と
も
に
真
 
 

実
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
連
歌
本
来
の
性
格
と
も
い
う
べ
き
、
前
句
と
何
句
と
の
関
係
は
相
関
 
 

開
係
で
あ
る
と
い
う
事
情
と
、
一
巻
は
二
句
付
合
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
次
々
と
何
句
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
い
 
 

う
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
連
歌
を
二
句
付
合
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
一
方
が
曲
で
あ
れ
ば
他
方
ほ
篇
序
題
流
と
な
 
 11   
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る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
二
旬
間
の
相
互
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
の
句
が
付
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
新
し
い
二
句
 
1
2
 
 

間
の
篇
序
題
流
と
曲
と
は
、
打
越
の
句
の
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
新
し
く
判
断
し
な
お
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

も
し
も
こ
の
よ
う
な
一
句
と
し
て
の
性
格
の
転
換
が
、
何
句
と
し
て
の
立
場
と
前
句
に
移
っ
て
か
ら
の
立
場
と
の
間
で
あ
り
え
な
い
 
 

な
ら
ば
、
か
り
に
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
が
完
全
に
守
ら
れ
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、
発
句
が
曲
で
あ
れ
ば
、
以
後
、
上
の
句
が
 
 

曲
、
下
の
句
が
篇
序
題
流
に
固
定
し
た
ま
ま
で
、
一
巻
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
心
敬
が
付
合
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
考
 
 

え
方
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

お
そ
ら
く
心
敬
は
、
『
さ
1
め
ご
と
』
で
説
い
た
篇
序
題
流
と
曲
と
の
基
本
的
性
格
を
、
分
析
が
結
論
し
た
と
同
様
に
、
付
合
例
 
 

の
（
5
）
を
除
い
た
範
囲
内
で
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
同
例
の
よ
う
に
、
そ
の
性
格
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
た
関
係
は
 
 

例
外
的
な
も
の
と
し
て
認
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
承
認
し
た
意
味
は
、
連
歌
一
巻
の
展
開
 
 

を
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
結
局
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
は
、
篇
序
題
流
の
句
に
対
し
て
、
曲
の
句
が
 
 

応
じ
る
関
係
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
要
素
は
と
も
に
形
式
上
お
よ
び
内
容
面
で
基
本
的
性
格
を
も
つ
も
の
 
 

の
、
ま
っ
た
く
そ
の
性
格
規
定
を
逆
転
さ
せ
る
よ
う
な
両
者
の
関
係
も
と
り
う
る
と
い
う
、
非
論
理
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
と
判
断
 
 

さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
不
確
定
的
な
考
え
方
は
、
付
合
の
連
続
に
よ
る
相
互
関
係
の
変
化
の
な
か
で
一
巻
が
展
開
す
る
と
い
 
 

う
、
連
歌
本
来
の
性
格
か
ら
い
わ
ば
必
然
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

篇
序
題
曲
流
と
和
歌
説
 
 

篇
序
窺
曲
流
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
規
定
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
考
え
方
を
和
 
 

歌
説
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
を
考
え
て
み
た
い
。
心
敬
は
こ
の
考
え
方
を
連
歌
に
適
用
す
る
に
適
 
 

切
な
原
理
と
し
て
発
明
し
、
そ
の
説
明
の
た
め
の
用
語
を
和
歌
説
か
ら
借
用
し
、
も
っ
て
和
歌
連
歌
一
体
観
を
強
化
す
る
も
の
と
し
 
 

た
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
自
ら
信
奉
す
る
一
休
観
ゆ
え
に
、
和
歌
説
の
な
か
に
一
定
の
位
置
を
占
め
る
こ
の
考
え
方
を
、
連
歌
に
も
 
 
 



か
ら
、
疎
句
を
尊
重
す
る
こ
と
を
説
く
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
の
結
論
は
、
両
者
を
差
別
的
に
考
え
な
い
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
心
敬
の
疎
句
説
は
和
歌
説
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
 
 
 

と
は
も
ち
ろ
ん
、
連
歌
と
い
う
形
式
に
即
し
て
の
立
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
疎
句
説
の
場
合
に
、
例
歌
を
も
あ
わ
せ
て
示
す
こ
と
、
さ
ら
に
書
陵
部
本
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
連
歌
説
に
引
 
 
 

き
つ
け
て
変
形
し
た
と
も
解
さ
れ
る
和
歌
説
を
も
っ
て
、
連
歌
説
と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
な
お
 
 
 

こ
の
疎
句
説
で
は
、
心
敬
が
和
歌
説
と
一
致
さ
せ
る
た
め
に
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
う
る
。
こ
の
傾
向
が
書
陵
部
 
 

湖
 
本
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
尊
経
閣
文
庫
本
で
は
親
句
例
を
示
し
、
ま
た
疎
句
一
辺
倒
を
い
ま
し
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
両
本
で
 
 

心散村句の一理解  

内
在
す
べ
き
原
題
と
し
て
承
認
し
、
も
っ
て
連
歌
に
最
要
の
考
え
方
と
し
て
導
入
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
別
に
解
釈
が
可
能
 
 

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

問
題
の
重
要
性
か
ら
い
っ
て
、
い
ま
こ
れ
に
十
分
な
解
答
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
 
 

考
と
な
る
の
ほ
、
疎
句
説
に
お
け
る
和
歌
説
と
の
関
係
で
あ
る
。
疎
句
説
の
場
合
に
第
一
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
心
敬
の
説
く
内
容
 
 

は
先
行
歌
学
嘗
の
う
ち
で
そ
の
項
目
を
収
め
る
、
『
愚
秘
抄
』
 
『
三
五
記
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
説
く
絶
句
疎
旬
の
説
明
の
い
ず
れ
と
も
 
 

注
七
 
 

一
致
し
な
い
点
で
あ
る
。
『
三
五
記
』
は
「
第
一
旬
と
そ
れ
よ
り
あ
と
の
旬
と
の
呼
応
関
係
に
関
す
る
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
 
 

の
に
対
し
て
、
『
愚
秘
抄
』
 
の
ほ
う
は
、
「
絶
句
と
は
、
和
歌
の
五
七
五
七
七
の
五
句
が
ひ
と
続
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
、
疎
句
は
 
 

第
一
旬
か
ら
第
五
句
ま
で
の
う
ち
の
、
ど
こ
か
で
切
れ
る
も
の
を
さ
し
て
い
る
」
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
『
愚
秘
抄
』
の
説
明
 
 

に
近
い
が
、
心
敬
が
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
 
の
尊
経
閣
文
庫
本
で
説
く
と
こ
ろ
と
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
に
こ
の
点
は
、
親
句
疎
句
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
を
加
え
て
い
る
書
陵
部
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
親
旬
の
説
明
で
『
愚
秘
 
 

抄
』
と
一
致
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
説
明
の
付
言
部
分
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
説
明
の
中
心
は
和
歌
の
上
の
句
と
下
 
 

の
旬
と
の
関
係
の
間
蹟
で
あ
り
、
序
・
枕
詞
と
理
を
表
現
す
る
句
と
の
関
係
を
説
く
こ
と
と
、
付
言
部
分
で
も
、
上
の
句
と
下
の
句
の
 
 

江
八
 
 

継
ぎ
方
を
問
題
と
す
る
部
分
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
の
点
は
『
愚
秘
抄
』
 
の
二
句
切
れ
尊
重
と
形
式
上
も
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

第
三
に
心
敬
の
疎
句
説
は
、
歌
に
は
疎
句
に
秀
歌
が
多
い
と
い
う
『
愚
祓
抄
』
 
『
三
五
記
』
の
主
張
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
 
 

13   



純
 
 

野
 
 

奥
 
 

187  

疎
句
休
の
連
歌
と
疎
旬
歌
の
例
と
数
が
相
違
す
る
こ
と
な
ど
、
本
文
上
で
検
討
を
深
め
る
べ
き
問
題
が
存
す
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す
 
1
4
 
 

る
。
と
も
あ
れ
、
疎
句
説
に
つ
い
て
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
三
句
切
れ
の
和
歌
の
秀
れ
た
実
例
が
存
在
し
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
 
 

形
式
の
合
致
す
る
連
歌
の
疎
句
説
を
生
み
だ
し
た
も
の
で
、
疎
句
説
は
ま
ず
秀
歌
理
解
の
観
点
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

で
は
、
篇
序
題
曲
流
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
『
三
五
記
』
で
説
か
れ
る
こ
の
 
 

説
と
『
さ
1
め
ご
と
』
 
の
引
用
す
る
和
歌
説
と
は
、
大
筋
に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
と
も
に
和
歌
一
首
に
つ
い
て
 
 

各
句
の
単
位
で
と
ら
え
て
、
そ
の
説
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
題
と
曲
と
の
説
明
 
 

に
相
当
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
趨
は
『
三
五
記
』
で
は
「
題
は
故
の
題
な
り
。
題
を
こ
の
句
に
て
ま
さ
に
い
ひ
あ
ら
 
 

ほ
す
べ
し
」
と
あ
り
、
曲
は
「
曲
は
や
さ
し
き
事
を
興
あ
る
や
う
に
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
『
さ
1
め
 
 

ご
と
』
が
連
歌
の
問
題
と
し
て
説
く
篇
序
組
曲
流
の
考
え
方
は
、
こ
の
『
三
五
記
』
と
も
、
『
さ
1
め
ご
と
』
引
用
の
和
歌
説
と
も
 
 

異
な
り
、
上
の
句
と
下
の
旬
そ
れ
ぞ
れ
を
一
単
位
と
し
て
篇
序
題
流
と
曲
と
の
相
互
関
係
を
説
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
心
敬
の
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
も
、
和
歌
説
そ
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
連
 
 

歌
の
形
式
に
即
し
て
の
立
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
、
疎
旬
説
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
考
え
方
の
場
 
 

合
は
、
『
三
五
記
』
に
は
例
歌
を
も
っ
て
説
明
す
る
の
に
対
し
て
、
『
さ
1
め
ご
と
』
で
は
連
歌
の
例
旬
の
み
を
示
し
て
い
る
こ
と
 
 

で
あ
る
。
な
お
の
ち
に
、
序
の
例
歌
は
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
連
歌
説
の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
と
み
て
よ
い
。
こ
の
点
は
、
疎
 
 

句
説
の
場
合
と
大
き
く
相
違
す
る
。
こ
れ
ら
両
面
か
ら
み
る
と
き
、
篇
序
塩
曲
流
の
考
え
方
は
、
和
歌
説
と
の
一
致
を
意
識
す
る
立
 
 

場
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
連
歌
に
独
自
の
問
題
と
し
て
解
明
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
課
趨
を
、
和
歌
説
の
表
現
を
利
用
す
る
 
 

形
で
展
開
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
説
と
し
て
の
篇
序
邁
曲
流
は
、
『
三
五
記
』
に
説
く
か
ぎ
り
で
 
 

は
牽
強
附
会
と
感
じ
ら
れ
、
一
徳
の
神
秘
説
に
近
い
面
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
心
敬
の
場
合
は
連
歌
に
最
要
の
要
素
と
い
う
よ
う
 
 

に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
実
作
上
の
考
え
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

注
九
 
 
 

こ
こ
で
篇
序
趨
曲
流
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
本
文
上
の
問
題
を
検
討
し
て
お
く
。
両
本
の
最
大
の
相
違
点
は
、
尊
鮭
閣
文
庫
本
は
 
 

前
篇
で
連
歌
に
つ
い
て
説
明
し
、
さ
ら
に
あ
ら
た
め
て
後
篇
で
和
歌
説
を
引
用
し
て
補
足
説
明
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
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に
対
し
て
、
書
陵
部
本
で
は
一
貫
し
た
説
明
の
な
か
で
ま
ず
和
歌
説
を
示
し
、
そ
れ
を
う
け
て
連
歌
で
の
考
え
方
を
説
い
て
い
る
こ
 
 

ね
ん
⊂
ろ
 
 

と
に
あ
る
。
し
か
も
書
陵
部
本
は
そ
の
な
か
で
、
「
名
歌
の
経
ぎ
ざ
ま
を
懇
に
見
分
け
、
連
歌
の
上
の
句
、
下
の
句
を
も
鎖
る
べ
 
 

し
」
と
本
来
各
句
単
位
の
説
で
あ
る
和
歌
説
を
名
歌
を
媒
介
に
し
て
変
形
し
て
、
連
歌
に
お
け
る
考
え
方
に
展
開
さ
せ
て
い
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
敬
の
篇
序
選
曲
流
の
考
え
方
は
、
連
歌
の
実
作
上
の
要
請
か
ら
出
発
し
て
そ
の
原
理
が
発
明
さ
れ
た
も
 
 

の
で
、
和
歌
説
は
そ
の
用
語
の
面
で
採
用
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
両
本
は
共
通
す
る
が
、
書
陵
部
本
の
方
が
和
歌
と
の
共
通
性
を
よ
 
 

り
強
調
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
実
は
岡
本
に
説
く
篇
序
越
曲
流
の
考
え
方
が
、
尊
経
閣
文
庫
本
に
 
 

比
し
て
疎
句
説
と
よ
り
深
く
関
連
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
と
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
心
敬
の
疎
旬
説
と
篇
序
趨
曲
流
の
考
え
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
説
と
の
関
係
を
媒
介
に
し
て
比
較
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
 
 

れ
に
よ
っ
て
、
和
歌
説
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
い
う
先
入
主
を
も
ち
が
ち
な
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
の
方
が
、
よ
り
連
歌
に
即
し
 
 

た
心
敬
独
自
の
考
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
の
結
論
を
う
け
て
、
次
に
は
疎
句
説
と
篇
序
題
曲
流
の
考
 
 

え
方
と
の
相
互
関
係
の
検
討
に
移
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
結
論
の
み
を
述
べ
れ
ば
、
大
略
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

心
敬
の
論
書
の
例
句
と
所
説
と
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
、
『
老
の
く
り
ご
と
』
に
「
心
付
な
ら
ぬ
句
あ
る
べ
か
 
 

（
い
〇
 
 

ら
ず
哉
。
歌
に
親
句
疎
句
な
ど
1
云
る
、
何
も
心
付
の
上
な
る
歎
」
と
い
う
ご
と
く
、
結
構
の
句
を
除
け
は
す
べ
て
は
心
付
の
範
囲
 
 

で
の
差
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
『
さ
1
め
ご
と
』
 
の
疎
句
休
二
例
は
、
質
的
な
相
違
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
 

が
、
親
句
か
ら
篇
序
題
曲
流
の
例
句
を
含
め
て
他
の
例
句
へ
は
、
連
続
的
な
程
度
の
変
化
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
親
 
 

句
を
立
て
る
立
場
か
ら
は
、
前
記
二
例
を
狭
義
疎
句
体
と
し
て
、
広
義
疎
旬
の
存
在
が
語
ら
れ
て
よ
い
が
、
そ
れ
は
篇
序
題
曲
流
の
 
 

考
え
方
と
混
合
し
た
所
論
の
展
開
の
な
か
で
、
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
が
さ
け
ら
れ
て
終
え
ら
れ
て
い
る
。
い
み
じ
く
も
「
継
ぎ
 
 

ま
」
の
説
明
の
前
後
は
、
「
本
歌
共
上
表
ざ
ま
覚
悟
あ
る
べ
く
哉
」
「
大
む
ね
此
等
の
寄
の
継
さ
ま
、
く
さ
り
に
て
、
註
町
か
る
べ
 
 

く
哉
」
と
「
覚
悟
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
心
敬
の
付
合
の
思
考
は
和
歌
表
現
と
一
体
化
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
親
疎
を
差
別
し
 
 

て
そ
れ
ら
を
ま
た
篇
序
題
曲
流
の
概
念
と
分
別
し
て
説
く
が
ご
と
き
、
分
析
的
な
認
識
の
域
を
超
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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心
敬
付
句
の
基
本
的
特
徴
 
 

心
敬
の
篇
序
題
曲
流
と
い
う
考
え
方
は
、
心
付
の
旬
の
大
半
を
占
め
る
絶
句
や
広
義
疎
句
と
い
う
べ
き
付
合
を
、
包
括
し
て
把
握
 
 

し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
考
え
方
は
す
べ
て
の
連
衆
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
心
敬
た
だ
一
人
の
何
句
 
 

理
解
の
枠
組
に
と
ど
ま
り
、
連
歌
一
巻
を
何
ら
規
制
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
心
敬
の
 
 

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
一
座
す
る
連
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
の
何
句
は
、
つ
ね
に
こ
の
見
地
か
ら
そ
の
当
否
を
判
断
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
の
 
 

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
の
何
句
は
、
完
全
に
こ
の
考
え
方
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
 
 

基
準
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
句
の
巧
拙
は
お
の
ず
か
ら
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
 
 

自
明
の
事
実
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
な
お
、
心
敬
と
し
て
一
巻
を
統
一
的
に
把
握
す
る
根
拠
と
し
て
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
を
抱
 
 

い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
付
句
を
あ
え
て
こ
の
考
え
方
で
判
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
態
度
は
、
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
 
 

ろ
う
か
。
心
敬
が
そ
の
論
書
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
付
句
す
る
に
つ
い
て
の
態
度
を
説
く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
手
法
上
の
視
点
か
ら
 
 

結
構
句
な
ど
に
非
難
を
向
け
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
よ
う
な
暗
黙
の
視
点
を
、
一
座
に
あ
っ
て
保
持
し
て
い
た
事
情
を
 
 

示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
心
敬
の
立
場
を
解
釈
す
る
と
き
、
心
敬
同
座
の
連
歌
付
合
を
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
 
 

あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
際
の
最
大
の
間
超
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
何
句
が
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
に
合
 
 

致
す
る
か
香
か
の
判
断
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば
句
の
巧
拙
を
考
慮
し
た
だ
け
で
も
明
ら
 
 

か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
分
析
と
し
て
初
歩
的
な
段
階
に
あ
る
現
状
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
付
合
を
こ
の
見
地
か
ら
判
定
し
き
っ
 
 

て
し
ま
う
と
い
う
処
理
が
、
最
低
限
の
客
観
性
を
保
つ
う
え
で
有
効
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
篇
序
臨
曲
流
の
配
当
の
判
断
 
 

を
助
け
、
ま
た
そ
れ
自
体
で
句
型
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
、
句
末
の
語
に
よ
る
分
類
を
加
味
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
何
句
の
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心散村句の一理解  

ま
ず
9
旬
日
は
、
助
詞
終
止
で
篇
序
趨
流
（
以
後
略
し
て
序
と
す
る
）
句
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
結
論
に
も
異
論
が
あ
る
か
も
知
 
 
 

れ
な
い
し
、
以
下
の
分
析
も
形
式
的
に
流
れ
る
と
批
判
を
う
け
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
助
詞
終
止
は
ほ
ぼ
す
べ
て
序
と
判
断
し
て
い
 
 
 

る
。
次
の
1
0
香
の
句
は
、
用
言
終
止
で
曲
と
な
る
。
こ
れ
に
付
け
た
1
1
旬
日
は
、
体
言
終
止
で
序
と
認
め
て
よ
い
。
さ
ら
に
1
2
番
の
 
 
 

次
句
ほ
、
こ
れ
ま
た
体
言
終
止
の
句
型
を
も
つ
の
で
、
前
句
と
と
も
に
独
立
の
関
係
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
前
句
は
補
足
的
に
助
詞
 
 

脱
 
な
ど
を
補
う
場
合
、
付
旬
の
修
飾
的
位
置
に
立
つ
と
考
え
て
、
あ
え
て
前
句
を
序
の
ま
ま
と
し
て
、
何
句
に
曲
を
配
当
す
る
。
 
 

性
格
を
、
よ
り
立
体
的
に
把
捉
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
篇
序
盤
曲
流
の
区
分
に
重
ね
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
 
 

注
九
 
 

最
初
に
、
心
敬
独
吟
の
百
親
と
し
て
『
山
何
百
韻
』
 
 

9
 
冬
籠
る
卒
の
庵
は
閑
に
て
 
 

22 212019181716151413121110  

こ
ほ
る
は
か
り
の
水
そ
す
ミ
ぬ
る
 
 

打
し
ぼ
れ
朝
川
わ
た
る
旅
の
袖
 
 

樟
の
し
つ
く
も
か
1
る
舟
み
ち
 
 

求
つ
ゝ
よ
る
せ
も
し
ら
ぬ
中
ハ
う
し
 
 

別
の
的
は
引
も
か
へ
さ
す
 
 

移
り
ゆ
く
時
を
こ
よ
ひ
の
恨
に
て
 
 

契
に
わ
た
る
有
明
の
月
 
 

世
中
や
風
の
上
な
る
野
へ
の
露
 
 

迷
ひ
う
か
る
ゝ
雲
き
り
の
山
 
 

囁
鳥
の
棺
う
し
な
ふ
目
ハ
暮
て
 
 

物
さ
ひ
し
き
そ
桜
ち
る
陰
 
 

古
郷
の
春
を
ハ
誰
か
聞
て
ミ
ん
 
 

霞
隔
つ
る
方
ハ
し
ら
れ
す
 
 

の
】
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
方
法
と
実
際
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
 
 

用体助休体休助用用体体用助  用
 
 

曲一序曲‾序■曲序一曲一序一曲  曲‾序‾曲‾序   
】】l1  111】  【L  ll   

曲一序  序一曲  序一曲一序  
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と
こ
ろ
が
1
3
旬
日
は
、
用
言
終
止
で
陳
述
の
形
を
と
る
句
で
あ
る
か
ら
、
呈
示
的
な
前
句
と
の
関
係
か
ら
曲
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
 
1
8
 
 

う
。
と
す
れ
ば
、
前
句
は
新
し
く
序
の
立
場
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
関
係
の
転
換
は
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
 
の
篇
序
題
曲
 
 

流
の
例
句
を
分
析
し
た
際
に
指
摘
し
た
、
序
と
曲
と
の
二
重
性
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
1
2
番
句
を
便
 
 

宜
的
に
転
換
句
、
1
3
旬
日
を
加
転
換
句
と
命
名
し
て
、
以
下
こ
れ
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。
次
の
1
4
番
目
の
句
は
、
こ
れ
ま
た
用
言
終
 
 

止
で
あ
り
、
前
句
と
の
位
置
を
ど
う
考
え
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
序
と
配
当
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
次
句
の
1
5
旬
日
は
助
詞
終
止
で
 
 

序
の
分
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
1
4
番
句
は
転
換
句
、
1
5
旬
日
は
加
転
換
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

以
下
、
例
句
か
ら
問
題
視
さ
れ
る
箇
所
は
、
1
6
番
句
か
ら
の
三
句
で
あ
ろ
う
。
前
句
と
の
関
係
で
こ
の
句
は
曲
と
す
る
。
ま
ず
こ
 
 

れ
に
異
論
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
助
詞
終
止
一
般
の
扱
い
に
準
じ
た
処
置
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
句
の
1
7
旬
日
も
体
言
終
止
で
 
 

あ
り
、
い
ず
れ
を
曲
と
す
る
か
で
あ
る
が
、
「
や
」
の
語
を
含
む
何
句
を
序
と
考
え
る
。
こ
の
判
断
も
認
め
が
た
い
か
も
知
れ
な
い
 
 

が
、
さ
ら
に
こ
の
両
句
を
篇
序
壇
曲
流
の
考
え
方
で
裁
断
す
る
こ
と
の
当
否
が
問
題
か
と
思
う
。
そ
の
点
は
次
の
1
8
番
句
と
の
関
係
 
 

で
よ
り
一
周
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
も
体
言
終
止
で
、
こ
の
付
合
は
心
敬
作
品
に
稀
に
存
在
す
る
、
狭
義
疎
句
体
と
認
め
 
 

う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
然
、
こ
こ
で
こ
そ
分
析
は
中
断
す
る
こ
と
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
 
 

理
由
か
ら
あ
え
て
序
か
曲
に
配
当
を
試
み
る
と
、
何
句
の
柑
番
句
が
序
と
な
り
、
前
句
は
転
換
句
、
何
句
は
加
転
換
句
と
な
る
。
そ
 
 

う
し
て
次
の
1
9
旬
日
は
序
で
あ
る
の
で
、
ほ
番
句
は
転
換
句
で
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
転
換
上
で
二
重
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
、
2
1
番
句
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
痙
の
旬
ほ
転
換
句
の
意
義
と
加
転
換
句
 
 

の
意
義
と
の
二
重
の
役
割
を
担
う
、
表
現
効
果
の
き
わ
め
て
高
い
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
 
 

っ
て
も
そ
の
旬
の
基
本
的
性
格
は
、
付
句
と
し
て
の
立
場
で
と
っ
て
い
た
序
あ
る
い
は
曲
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
統
計
 
 

表
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
こ
の
立
場
か
ら
計
数
し
て
あ
る
。
独
吟
の
場
合
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
に
よ
る
付
句
は
、
一
巻
の
展
開
 
 

の
う
え
で
、
聴
覚
印
象
を
曲
趣
に
富
む
も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
句
境
の
複
雑
な
転
換
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
、
『
山
何
百
韻
』
を
例
と
し
て
分
析
の
方
法
と
実
際
と
を
示
し
た
の
で
、
同
じ
く
心
敬
の
独
吟
と
し
て
知
ら
れ
る
『
何
路
百
 
 

韻
』
と
あ
わ
せ
て
一
巻
全
体
に
分
析
を
試
み
、
心
敬
連
歌
の
基
本
的
傾
向
を
数
値
で
示
せ
ば
、
左
の
表
Ⅰ
の
よ
う
に
な
る
。
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小撃加転普小‘撃t加‘転     田  

計           種  換通  換    通  
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ユ  
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）
 
表
の
数
値
の
上
段
は
「
何
路
百
祝
し
、
下
段
は
『
山
何
百
韻
』
の
句
数
を
示
す
。
 
 
 

こ
こ
で
、
二
踵
の
平
均
を
示
す
数
値
に
つ
い
て
は
表
に
譲
り
、
二
極
間
の
差
異
に
つ
い
て
、
心
敬
の
在
京
時
代
の
作
品
と
さ
れ
る
 
 

庄
一
一
 
 

『
何
路
膏
韻
』
か
ら
応
仁
元
年
の
作
と
い
う
『
山
何
百
韻
』
 
へ
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
指
摘
を
行
な
う
。
ま
ず
二
種
を
通
観
し
 
 

て
、
序
と
曲
の
割
合
に
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
点
は
付
旬
が
序
と
曲
と
交
代
す
る
こ
と
が
大
前
授
で
あ
る
か
ら
、
 
柑
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そ
れ
ぞ
れ
が
訓
％
に
近
い
数
値
を
示
す
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
後
に
実
例
を
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
が
連
衆
に
よ
る
連
歌
に
な
る
と
、
 
加
 
 

各
作
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
数
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

序
に
つ
い
て
み
る
と
、
体
言
句
の
前
句
に
対
す
る
体
言
句
の
付
句
、
略
し
て
体
体
の
関
係
で
付
き
、
か
つ
付
句
が
序
で
あ
る
も
の
 
 

は
3
句
減
少
し
、
用
用
も
4
句
減
少
す
る
が
、
用
助
は
4
句
増
加
を
み
せ
て
い
る
。
な
か
で
は
、
普
通
に
付
け
ら
れ
た
句
は
6
句
減
 
 

少
し
、
転
換
句
は
6
句
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
曲
の
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
体
休
は
激
減
し
て
9
句
減
じ
、
助
体
は
激
増
 
 

し
て
7
句
を
増
し
、
普
通
句
は
3
句
微
減
す
る
。
こ
こ
で
は
『
何
路
百
竃
』
に
、
用
体
の
関
係
で
体
言
句
の
方
が
曲
と
い
う
特
異
な
 
 

付
合
が
見
出
さ
れ
る
。
 
 
 

旬
型
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
体
言
句
ほ
亜
旬
と
4
3
句
と
そ
れ
ぞ
れ
過
半
を
占
め
る
。
次
い
で
用
言
句
が
3
3
句
と
三
分
の
一
 
 

を
示
し
、
こ
れ
は
変
化
が
な
い
。
助
詞
句
は
1
8
句
か
ら
2
3
句
と
、
体
言
句
の
変
化
に
対
応
し
て
5
句
を
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
 
 

る
。
な
お
、
体
言
句
で
は
5
句
減
少
の
う
ち
で
、
と
く
に
体
体
の
付
合
の
減
少
が
、
2
6
句
か
ら
1
4
句
へ
と
い
ち
じ
る
し
く
、
な
か
で
 
 

も
休
の
曲
の
扱
い
が
減
少
し
て
く
る
。
さ
ら
に
そ
の
休
の
曲
の
う
ち
で
は
、
助
体
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
付
方
の
平
易
な
あ
り
方
 
 

が
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
∩
こ
別
旬
用
に
対
し
て
体
言
句
が
曲
と
い
う
特
異
な
体
の
扱
い
が
み
え
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
傾
向
 
 

と
同
じ
方
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
助
詞
句
で
は
、
そ
の
増
加
が
助
の
用
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
平
明
な
付
合
の
増
加
を
 
 

意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
け
加
え
て
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
転
換
旬
は
序
の
場
合
に
大
き
く
増
加
す
る
。
転
・
加
転
換
句
は
8
句
か
ら
 
 

5
句
へ
と
減
少
す
る
の
で
、
こ
れ
を
合
せ
た
全
体
で
は
5
句
の
増
加
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
表
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
二
 
 

旬
間
を
直
接
的
に
統
一
す
る
こ
と
が
無
理
で
、
統
一
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
補
足
説
明
が
必
要
な
付
合
は
、
序
で
1
句
、
 
 

曲
で
4
句
を
減
じ
て
、
1
7
句
か
ら
1
2
句
に
減
少
し
て
い
る
事
実
も
注
意
さ
れ
る
。
い
ま
示
し
た
傾
向
に
、
さ
き
に
指
摘
し
た
事
実
を
 
 

加
え
て
判
断
す
る
と
、
相
互
に
独
立
の
関
係
を
も
ち
、
呈
示
的
な
表
現
の
付
合
か
ら
、
前
句
と
の
統
一
的
関
係
を
も
つ
、
説
明
的
な
 
 

表
現
の
付
合
に
変
化
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
複
雑
な
付
合
を
も
つ
、
曲
折
に
富
ん
だ
箇
所
が
目
を
ひ
く
と
い
う
展
開
に
対
 
 

し
て
、
微
細
な
変
化
の
連
続
す
る
進
行
へ
と
、
変
貌
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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遵
衆
心
敬
の
付
句
傾
向
 
 

心
敬
の
独
吟
育
謝
二
極
を
篇
序
題
曲
流
と
句
型
の
両
面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
敬
連
歌
の
基
本
的
特
徴
の
把
捏
を
試
 
 

み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
う
え
に
立
っ
て
、
心
敬
が
複
数
の
連
衆
の
参
加
す
る
一
座
の
な
か
で
、
付
旬
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
特
 
 

徴
か
示
し
た
の
か
、
独
吟
と
同
様
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。
そ
の
結
果
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
篇
序
題
曲
流
の
考
え
方
を
一
 
 

巻
全
体
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
衆
そ
れ
ぞ
れ
の
前
句
に
対
す
る
態
度
、
ひ
い
て
は
連
衆
相
互
間
の
位
置
の
と
り
方
と
い
っ
 
 

た
、
連
歌
展
開
の
深
層
構
造
の
ご
と
き
要
素
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

心
敬
が
参
加
し
た
連
歌
は
、
『
享
徳
千
句
』
な
ど
の
千
句
も
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
諸
問
題
の
一
端
を
 
 

も
窺
う
意
味
で
、
宗
醐
・
親
当
・
忍
誓
・
専
隕
・
心
敬
の
同
座
す
る
『
朝
何
百
為
し
の
嶋
部
分
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
 
 
 

髄67666564636261605958  
此
山
ふ
か
く
そ
ま
木
と
る
を
と
 
 

夕
立
に
に
ふ
の
川
か
せ
夏
ふ
き
て
 
 

す
ゝ
し
吉
野
ゝ
瀧
津
岩
な
ミ
 
 

一
葉
も
絡
も
森
の
下
か
け
 
 

花
お
つ
る
か
た
枝
の
み
と
り
も
え
そ
め
て
 
 

な
か
ノ
～
さ
ひ
し
暮
さ
れ
の
山
 
 

あ
つ
ま
ち
の
さ
夜
の
鳥
か
ね
打
か
す
ミ
 
 

宮
こ
に
た
と
る
夢
の
か
へ
る
さ
 
 

ぁ
つ
か
な
る
さ
と
り
を
や
ミ
の
暗
ま
て
に
 
 

心
の
月
の
も
と
の
身
を
し
れ
 
 

と
問
は
ん
人
ハ
よ
も
き
か
宿
の
く
れ
 
 

聴鋤源忍  当
 
 

順
 
 

孝
 
 

相
 
 

当
 
 

心聖  

体助体体用助体用体助体   

一序  序一曲  
Il  】】ll  

序  
l】  

曲一序一曲序一曲一序一曲一序一曲一序一曲  
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ま
ず
5
8
旬
日
は
、
休
言
終
止
で
序
で
あ
る
が
、
次
の
5
9
番
句
で
心
敬
は
曲
の
句
と
し
て
よ
い
と
こ
ろ
を
助
詞
終
止
と
し
て
序
の
立
 
 

場
を
と
る
。
そ
こ
で
前
句
は
曲
に
転
換
し
、
心
敬
句
は
加
転
換
句
と
な
る
。
次
の
6
0
句
目
は
親
当
で
体
言
終
止
で
付
け
た
が
、
い
わ
 
 

ゆ
る
心
の
籠
り
た
る
景
気
の
句
で
、
内
容
上
は
曲
の
た
て
ま
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
専
順
の
6
1
番
旬
は
中
止
法
を
と
り
、
序
と
し
 
 

て
の
位
置
を
し
め
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
6
2
句
目
も
体
言
終
止
で
あ
る
が
、
前
句
が
説
明
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
曲
と
と
る
。
こ
こ
ま
 
 

で
の
付
合
は
い
ず
れ
も
和
歌
的
に
一
体
化
し
、
意
味
上
で
も
統
一
が
計
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
宗
渦
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

宗
㈲
の
6
3
番
句
は
、
助
詞
終
止
で
内
容
上
は
説
明
的
で
あ
る
が
、
意
味
的
に
不
明
瞭
で
あ
る
う
え
に
、
前
句
と
の
統
一
を
欠
い
て
 
 

い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
を
ふ
ま
え
る
か
と
思
う
が
無
理
が
あ
る
。
前
句
曲
に
対
し
て
序
で
あ
る
こ
 
 

と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
に
比
し
て
、
次
の
6
4
句
目
の
親
当
句
は
巧
み
で
あ
る
。
命
令
形
の
用
言
終
止
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
曲
。
 
 

宗
渦
は
6
7
番
句
に
も
み
え
る
が
、
前
句
序
に
対
し
て
助
詞
終
止
で
応
じ
て
い
る
の
で
、
前
句
は
曲
に
転
換
し
宗
柑
句
ほ
加
転
換
句
と
 
 

な
る
。
『
万
葉
集
』
以
来
の
和
歌
的
伝
統
に
よ
る
付
合
で
あ
る
が
、
加
転
換
に
ま
で
し
た
意
図
に
疑
問
が
残
る
こ
と
は
、
5
9
番
句
の
 
 

心
敬
の
場
合
と
比
較
す
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

前
句
の
て
止
め
に
対
し
て
、
鰭
句
目
で
専
順
が
体
言
終
止
の
曲
の
立
場
を
と
っ
た
結
果
、
6
9
番
句
の
親
当
は
用
言
終
止
を
選
ぶ
こ
 
 

と
に
な
り
、
こ
こ
に
前
句
に
曲
か
ら
序
へ
の
転
換
が
生
じ
た
。
こ
の
転
換
は
展
開
に
曲
折
を
与
え
る
効
果
が
大
き
い
と
判
断
さ
れ
 
 

る
。
と
こ
ろ
が
次
の
7
0
旬
日
の
宗
渦
句
は
、
「
秋
」
の
語
の
と
り
な
し
と
み
て
も
、
意
味
上
で
前
句
と
の
一
体
化
を
い
ち
じ
る
し
く
 
 

欠
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
体
言
終
止
句
は
陳
述
の
要
素
が
強
い
の
で
、
忍
誓
は
7
1
番
旬
で
説
明
的
な
 
 
 

9
 
6
 
 
 

ハ
U
 
 

7
 
 

7
 
 

2
 
 

7
 
 

3
 
 

7
 
 

4
 
 

7
 
 

御
祓
し
て
早
や
秋
に
う
つ
る
ら
ん
 
 

こ
の
わ
の
う
ち
を
め
く
る
人
の
身
 
 

お
た
ま
き
の
糸
も
は
か
な
き
命
に
て
 
 

な
お
く
り
返
し
な
に
お
も
ふ
ら
ん
 
 

春
の
田
の
み
し
空
ぬ
る
1
し
つ
か
袖
 
 

ふ
る
沢
の
人
の
若
菜
つ
む
こ
ろ
 
 

心 相場忍㈲ 当  

体体用助休用  

序＿曲 【 序一曲  
【lll  】】  
曲序一曲一序一曲  
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助
詞
終
止
句
と
し
た
結
果
、
前
句
は
曲
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
付
合
と
L
て
よ
く
付
い
た
け
れ
ど
、
転
換
は
効
果
を
あ
げ
 
 

る
よ
り
も
錆
鵜
の
印
象
を
与
え
て
お
り
、
前
句
の
句
型
が
次
句
へ
の
配
慮
に
欠
け
て
い
た
事
実
を
露
専
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

分
析
に
は
、
注
釈
書
の
と
る
よ
う
な
寄
合
の
指
摘
な
ど
は
省
略
し
て
き
た
が
、
次
の
7
2
旬
日
も
本
歌
や
縁
語
を
も
と
に
し
た
何
で
 
 

あ
る
。
そ
の
目
的
は
遵
何
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
前
句
と
の
一
体
化
は
十
分
に
遂
げ
ら
れ
て
い
る
。
用
言
終
止
で
曲
で
あ
る
の
で
、
 
 

宗
圃
の
7
3
番
旬
は
体
言
句
と
し
て
序
の
位
置
を
と
っ
た
。
前
句
の
寄
合
と
し
て
春
の
田
を
題
材
と
し
、
「
田
の
み
し
」
と
秀
句
仕
立
 
 

て
と
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
意
味
不
明
の
一
句
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
前
句
を
遣
句
と
し
た
専
恨
の
配
慮
を
顛
に
し
て
い
る
と
い
え
 
 

よ
・
「
。
こ
れ
を
う
け
て
m
旬
日
の
心
故
に
は
、
相
当
に
前
句
を
聞
き
わ
け
て
付
句
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
本
説
と
し
て
老
人
 
 

の
若
菜
摘
説
話
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
前
句
序
に
も
か
か
わ
ら
ず
序
の
立
場
を
と
っ
て
、
自
ら
の
句
を
軽
く
流
そ
う
と
し
て
い
る
様
子
 
 

で
あ
る
。
こ
の
句
は
加
転
換
句
で
あ
り
な
が
ら
、
7
5
香
句
に
よ
っ
て
転
換
句
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
ほ
妥
当
た
展
開
と
み
 
 

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
か
な
り
の
句
数
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
て
み
た
が
、
句
型
の
選
択
に
し
て
も
、
序
あ
る
い
は
曲
の
位
置
の
決
定
に
し
て
 
 

も
、
白
か
ら
巧
拙
が
存
在
す
る
こ
と
ば
認
め
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
指
摘
し
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
選
 
 

択
や
決
定
は
、
前
句
に
よ
っ
て
一
義
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
う
え
ー
応
の
順
序
は
窪
ま
 
 

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
各
人
が
あ
る
前
句
に
付
句
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
選
択
の
余
地
も
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
 
 

と
え
ば
引
用
部
分
に
二
句
が
ぁ
え
る
心
敬
の
場
合
、
い
ず
れ
も
序
の
位
置
を
選
択
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
心
敬
の
何
句
の
傾
 
 

向
性
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
前
句
は
相
当
に
難
句
で
あ
り
、
心
敬
句
も
ま
た
複
雑
な
技
巧
と
意
味
と
を
秘
め
 
 

た
句
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
心
敬
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
句
が
示
す
よ
う
に
、
付
所
の
求
め
や
す
 
 

い
句
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
認
め
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
四
句
を
付
け
て
い
る
宗
裾
の
場
合
は
、
い
ず
れ
の
句
を
と
っ
て
 
 

も
あ
ま
り
に
も
対
照
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

心
敬
が
参
加
す
る
百
態
の
一
部
分
を
分
析
し
た
結
果
、
心
敬
の
付
句
に
つ
い
て
え
ら
れ
た
印
象
は
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
心
 
 

注
一
二
 
 

敬
が
連
衆
と
し
て
参
加
し
て
い
る
甫
嶺
一
九
撞
こ
つ
い
て
分
析
し
、
心
敬
に
関
す
る
数
値
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
表
∬
の
ご
と
 
盟
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7
7
 
き
結
果
が
え
ら
れ
る
。
 
 

表
 
Ⅰ
 
 

曲  句  付  序  句  付  

（7．4）33  至（1l．1）ヰ9  
体  

体  

；（12．4）55  
用  

体  

助  

体  

小  
（22．7）  

計  

弓（1．8）8   
体  

用  

（3．6）16   
用  

用  

（0．か1   
助  

用  

小  
6．¢lけ      （6．1）≡（5．6）25  

計  

（14．7）缶   
体  

勧  

：（11．7）52   
用  

助  
u  助  

（D．2）1  
助  

小  
（20，7）  ≡（26．6）118  

計  

00．5）  要（43．8）19ヰ      計   

（
注
）
各
楕
、
点
線
左
側
の
数
値
は
、
独
吟
二
極
の
句
数
比
（
％
）
を
示
す
。
 
 
 

別  
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こ
れ
ら
の
数
値
を
、
心
敬
独
吟
l
鵬
穐
の
数
値
（
表
Ⅰ
）
と
比
較
す
れ
ば
、
一
座
に
お
け
る
心
敬
何
句
の
一
般
的
特
徴
が
判
然
と
す
 
 

注
一
三
 
 

る
。
ま
ず
、
序
と
曲
の
割
合
を
み
る
と
、
序
が
5
6
％
強
と
曲
よ
り
多
く
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
序
の
う
ち
で
ほ
、
 
 

体
体
の
関
係
の
何
句
は
1
1
％
強
と
な
り
、
独
吟
に
比
し
て
相
対
的
に
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
減
少
し
、
用
体
は
肌
％
と
増
加
し
、
助
体
 
 

の
付
句
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
序
の
う
ち
で
何
句
体
の
句
は
2
4
％
と
、
独
吟
の
以
％
に
比
し
て
多
少
と
も
増
加
の
傾
向
を
示
 
 

ナ
。
何
句
用
の
場
合
は
、
一
括
し
て
こ
れ
を
み
る
と
、
独
吟
の
6
・
1
％
に
対
し
て
5
・
6
％
と
微
減
し
て
い
る
。
さ
ら
に
付
句
助
の
場
合
ほ
 
 

鋸
％
か
ら
2
6
・
桐
％
へ
と
相
当
の
増
加
を
み
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
白
と
な
る
の
は
、
心
敬
が
連
衆
と
し
て
序
の
句
を
基
本
的
数
 
 

値
で
あ
る
5
0
％
を
こ
え
て
付
句
し
た
の
は
、
独
吟
の
場
合
に
比
し
て
付
旬
と
し
て
、
助
詞
終
止
の
旬
を
多
く
選
択
し
た
結
果
で
あ
っ
 
 

た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

曲
で
は
、
付
句
体
の
比
率
は
独
吟
の
 2

 

の
付
句
は
減
少
し
、
助
詞
句
へ
の
何
句
は
増
加
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
付
句
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
句
の
体
に
も
用
に
も
助
に
も
 
 

用
の
付
旬
は
減
少
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
も
挽
吟
の
m
％
か
ら
胴
％
へ
と
減
少
を
み
せ
て
い
る
。
心
敬
が
一
座
で
用
言
句
を
用
い
 
 

て
曲
の
付
句
を
行
な
う
こ
と
は
、
独
吟
の
場
合
よ
り
も
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

句
型
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
お
く
と
、
休
言
句
ほ
独
吟
の
4
6
％
に
対
し
て
ほ
ぼ
同
じ
の
4
7
％
を
付
け
て
変
化
が
な
い
の
に
対
し
 
 

て
、
用
言
句
と
助
詞
旬
と
で
は
大
き
く
変
化
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
用
言
句
ほ
独
吟
で
は
三
分
の
l
の
3
3
％
を
み
せ
た
も
の
が
 
 

6
・
4
％
に
減
少
し
、
代
わ
っ
て
肌
7
％
に
と
ど
ま
っ
た
助
詞
句
が
連
衆
と
し
て
は
 

2
 

2
 

こ
こ
に
示
さ
れ
た
序
と
曲
と
に
関
す
る
す
べ
て
の
数
値
は
、
心
敬
が
連
衆
と
し
て
他
作
者
と
同
座
し
た
場
合
に
ほ
、
自
ら
の
前
句
 
 

に
付
句
す
る
独
吟
の
場
合
に
比
し
て
、
他
の
連
衆
の
句
を
尊
重
し
て
、
そ
の
前
句
を
主
に
し
て
何
句
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
 
 

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
び
と
ら
れ
た
旬
型
が
助
詞
句
の
増
加
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
心
敬
の
態
度
を
確
約
に
 
 

う
ら
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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の
作
者
に
お
け
る
数
値
と
の
比
較
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

表
 
工
 
 

宗
糊
一
座
の
心
敬
の
態
度
 
 
 

心
敬
連
歌
の
何
句
の
特
徴
に
つ
い
て
数
値
を
示
し
て
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
数
値
が
客
観
的
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
他
 
 

（
注
）
 
各
欄
、
右
側
の
数
値
は
宗
禍
の
句
数
（
そ
の
ま
ま
句
数
比
も
意
味
す
る
）
 
 

の
比
（
％
）
を
示
す
。
 
 

し
か
も
そ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
の
下
で
の
対
比
を
ま
っ
て
 
 

左
側
、
上
段
の
数
値
は
心
敬
の
句
数
、
下
段
の
数
値
は
そ
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十
全
の
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
宗
帽
に
対
象
を
限
定
し
、
百
韻
に
同
座
し
た
場
合
の
両
者
の
数
値
を
と
り
あ
げ
、
 
 

注
】
四
 
 

宗
柑
と
対
照
し
た
か
た
ち
で
心
敬
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
宗
拗
と
心
敬
が
同
座
し
た
百
顔
六
種
に
お
け
る
数
値
を
表
示
 
 

す
れ
ば
、
前
頁
の
表
皿
と
な
る
。
 
 
 

ま
ず
宗
㈲
句
が
、
心
敬
句
の
6
6
句
に
対
し
て
皿
句
と
多
数
に
の
ぽ
る
こ
と
は
、
両
者
の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
序
と
曲
の
割
 
 

合
は
、
宗
御
が
5
8
％
対
4
2
％
に
対
し
心
敬
は
闘
％
対
鋸
％
で
あ
っ
て
、
心
敬
の
方
が
相
対
的
に
序
の
句
を
多
く
出
し
て
い
る
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
。
序
の
う
ち
で
は
、
体
体
の
付
句
が
宗
柑
8
％
に
対
し
心
敬
2
2
・
7
％
と
断
然
多
く
、
用
体
の
付
旬
は
宗
卿
が
1
7
％
に
比
し
 
 

て
心
敬
は
以
％
と
少
な
い
。
全
体
と
し
て
体
言
旬
の
序
は
宗
㈲
2
7
％
に
対
し
て
心
敬
3
6
・
3
％
と
特
徴
を
示
す
。
こ
の
点
で
は
心
敬
は
前
 
 

句
体
に
体
を
付
け
る
こ
と
を
中
心
に
、
体
の
句
の
採
用
に
傾
く
と
い
う
こ
と
が
目
に
つ
く
。
ま
た
体
助
の
付
句
は
宗
和
が
加
％
l
こ
の
 
 

ぼ
る
の
に
対
し
心
敬
は
6
・
7
％
に
と
ど
ま
り
、
用
助
で
も
宗
拗
が
9
％
で
あ
る
の
に
比
し
て
心
敬
は
‖
％
と
少
な
い
。
総
じ
て
助
詞
旬
 
 

に
よ
る
序
の
付
で
は
、
宗
卿
が
2
9
％
に
の
ぽ
り
心
敬
の
2
・
8
％
を
お
さ
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
心
敬
も
独
吟
に
比
し
て
助
詞
 
 

句
を
増
加
さ
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
百
韻
全
体
に
比
す
れ
ば
数
値
が
下
が
り
、
宗
柑
と
同
座
す
る
か
ぎ
り
そ
の
立
場
を
多
少
と
も
譲
 
 

っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。
 
 
 

曲
に
移
る
と
、
体
体
の
付
句
は
宗
糊
が
1
1
％
に
対
し
心
敬
は
3
％
と
大
差
が
あ
り
、
助
体
の
場
合
は
宗
閲
が
9
％
に
対
し
心
敬
が
 
 

9
・
7
％
と
逆
に
大
差
を
つ
け
て
い
る
。
曲
の
体
言
何
句
は
全
体
と
し
て
宗
㈲
で
2
0
％
に
対
し
心
敬
は
M
％
と
、
わ
ず
か
に
心
敬
の
方
が
 
 

優
越
す
る
が
、
そ
れ
は
前
句
の
助
詞
句
へ
の
何
句
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。
付
句
用
に
な
る
と
当
然
宗
御
句
は
増
加
し
、
体
用
で
宗
㈲
 
 

1
0
％
に
対
し
心
敬
4
・
5
％
、
用
用
で
宗
糊
5
％
に
対
し
心
敬
‖
％
、
助
用
で
宗
醐
7
％
に
対
し
心
敬
6
・
1
％
と
、
い
ず
れ
も
宗
紺
が
多
く
 
 

出
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
も
心
敬
の
 1

 

敬
に
比
し
て
、
曲
の
比
率
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

な
お
句
型
の
点
か
ら
み
な
お
し
て
お
く
と
、
体
言
句
は
宗
柑
の
4
7
％
に
対
し
6
0
・
6
％
と
圧
倒
的
に
心
敬
に
多
く
、
用
言
句
は
宗
初
の
 
 

異
％
に
対
し
㍍
％
と
か
な
り
に
心
敬
が
少
な
い
。
ま
た
助
詞
で
は
宗
㈲
の
餌
％
に
対
す
る
と
、
心
敬
句
は
2
2
・
8
％
と
少
な
い
こ
と
は
先
 
 

述
の
通
り
で
、
総
じ
て
体
言
句
に
心
敬
、
用
言
句
と
助
詞
句
に
宗
槻
と
、
そ
の
付
旬
の
位
置
が
そ
れ
ぞ
れ
に
わ
か
れ
て
占
め
ら
れ
て
 
㌘
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い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
示
し
た
数
値
に
つ
い
て
、
各
百
諸
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
宗
㈲
の
数
値
も
心
敬
の
そ
れ
も
 
 

そ
れ
ぞ
れ
に
変
動
を
み
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
百
韻
に
参
加
す
る
連
衆
の
組
合
せ
な
ど
、
相
異
な
る
要
素
が
影
 
 

響
す
る
結
果
と
み
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
あ
く
ま
で
宗
醐
と
心
敬
と
が
同
座
し
た
場
合
の
平
均
値
で
あ
る
が
、
み
た
よ
う
に
 
 

心
敬
の
連
歌
付
合
論
の
う
ち
か
ら
、
も
っ
と
も
尖
鋭
な
疎
句
説
を
持
出
し
、
そ
の
用
例
を
も
と
に
考
察
を
重
ね
る
と
、
心
敬
の
付
 
 

ま
こ
と
に
興
味
あ
る
数
値
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
限
り
で
の
宗
渦
旬
の
数
値
は
、
心
敬
の
百
韻
全
体
 
 

の
付
旬
に
お
け
る
数
値
と
は
、
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
心
敬
と
同
座
し
た
と
き
宗
柑
は
、
心
敬
の
平
均
 
 

像
に
近
い
付
句
作
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
宗
渦
は
、
平
常
の
心
敬
が
抱
く
付
句
意
識
を
 
 

し
ば
し
ば
奪
い
と
る
形
で
何
句
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
心
敬
は
、
独
吟
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
連
衆
と
し
て
一
座
し
 
 

た
際
の
付
句
で
の
心
の
働
き
に
比
し
て
も
、
さ
ら
に
極
端
に
自
己
の
傾
向
を
お
し
出
し
て
応
じ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

ま
と
め
と
し
て
 
 

句
態
度
や
方
法
は
、
連
歌
一
座
の
円
滑
な
進
行
や
一
巻
の
流
麗
な
展
開
を
、
あ
る
意
味
で
阻
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
 
 

に
、
い
わ
ば
必
然
的
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
敬
は
、
一
方
で
付
合
論
と
し
て
篇
序
題
曲
流
の
考
え
 
 

方
を
展
開
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
張
と
し
て
、
前
句
の
み
で
な
く
打
越
や
次
句
ま
で
を
考
慮
し
 
 

て
何
句
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
前
後
へ
の
配
慮
の
必
要
性
を
績
説
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
が
い
わ
ゆ
る
疎
句
説
と
馴
染
む
も
の
で
 
 

あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
結
論
い
か
ん
で
、
心
敬
の
理
論
の
意
味
の
み
な
ら
ず
実
作
か
ら
人
間
像
ま
で
が
、
重
大
な
変
容
を
み
せ
る
こ
 
 

と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
こ
の
主
張
の
内
容
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
、
疎
句
説
等
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
言
及
 
 

す
る
と
と
も
に
、
実
作
品
の
分
析
結
果
と
も
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
敬
像
の
基
本
綿
を
と
ら
え
て
み
ょ
う
と
思
う
。
 
 
 

心
敬
は
こ
の
付
句
を
め
ぐ
る
第
三
の
主
張
の
一
端
を
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
に
お
い
て
は
、
 
 

28   



心敬付句の一理解  1ア2  

と
、
式
目
に
即
し
て
教
示
し
た
と
こ
ろ
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
引
用
の
諸
点
を
通
し
て
み
え
て
く
る
第
三
の
主
張
は
、
従
来
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
疎
句
説
と
の
間
に
、
い
ち
じ
る
し
く
 
 

整
合
性
を
欠
く
〓
動
か
も
つ
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
篇
序
経
由
流
の
考
え
方
を
介
し
て
疎
句
説
を
み
な
お
 
 

し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
両
者
を
関
係
づ
け
て
み
る
と
、
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
矛
盾
な
く
連
続
す
る
付
句
思
想
の
、
不
可
分
の
表
現
 
 

と
な
っ
て
い
る
と
納
得
さ
れ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
ほ
、
こ
の
主
張
に
実
作
の
分
析
結
果
を
照
合
す
る
な
ら
ば
、
心
敬
の
何
句
態
 
 

度
は
如
実
に
こ
の
主
張
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
心
敬
に
お
い
て
そ
の
理
論
と
実
作
は
、
ま
ず
完
全
 
 

に
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

し 状 、に  

す 

わ 

▲
）
ら
こ
し
と
声
9
ん
ま
 
 

先
達
語
り
し
。
修
行
工
夫
な
ど
と
申
し
侍
る
事
は
、
前
の
句
の
心
・
て
に
を
は
の
一
字
を
も
捨
て
ず
、
打
越
・
遠
輪
廻
、
又
 
 

う
へ
 
 
 

お
も
 
 
 

▲
か
 
 
 

我
が
旬
の
後
ろ
の
人
の
付
け
侍
ら
む
ま
で
、
覚
悟
深
く
百
韻
を
つ
か
ね
て
、
前
後
を
思
は
ん
人
の
心
を
ば
、
一
句
の
上
の
み
関
 
 

わ
 
 
 

き
給
は
む
と
も
が
ら
は
、
分
き
が
た
か
る
べ
し
。
 
 

注
山
東
 
 

と
、
後
に
付
け
る
作
者
ま
で
配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
説
い
て
い
る
。
ま
た
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
あ
っ
て
は
、
 
 

か
仕
ら
（
い
ひ
す
て
）
ぉ
は
 
 

誠
の
先
達
の
句
に
は
、
必
ず
云
捨
た
る
多
か
る
ペ
し
。
当
座
の
粉
骨
を
宗
と
し
て
、
輪
廻
・
前
句
の
難
句
な
ど
に
は
、
身
を
 
 

ぅ
た
 

た
す
 

†
（
滑
り
）
 
 
捨
て
1
人
の
句
を
助
け
侍
る
句
多
か
る
ペ
し
。
古
人
の
歌
に
も
、
つ
ゞ
り
に
錦
を
織
ま
ぜ
よ
と
言
へ
り
。
さ
の
み
ゑ
り
旬
・
ゑ
 
 

り
歌
に
の
み
心
を
と
ゞ
め
侍
る
は
、
無
念
に
や
。
 
 

と
、
先
行
作
者
の
句
作
態
度
を
説
明
す
る
な
か
で
、
自
句
を
犠
牲
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
肯
定
す
る
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
 
 
 

心
敬
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
精
神
的
主
張
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
具
体
的
に
付
合
手
法
と
し
て
『
所
々
返
答
』
第
三
 
 

「
わ
き
の
句
、
下
旬
な
と
、
す
こ
し
い
ひ
の
こ
し
た
く
哉
、
水
辺
物
、
冬
の
物
つ
く
し
絶
て
第
三
作
者
不
便
覚
侯
勅
」
と
指
導
 
 

『
心
敬
僧
都
庭
訓
』
で
も
、
 
 

百
諸
に
一
あ
る
物
、
二
あ
る
物
、
五
句
さ
り
て
あ
る
物
、
よ
く
〈
分
別
し
て
す
べ
し
。
一
二
あ
る
物
を
ば
、
さ
し
た
る
事
な
 
 

く
は
い
だ
す
べ
か
ら
ず
。
旅
ま
く
ら
か
り
ま
く
ら
同
じ
物
な
ら
ば
、
か
り
枕
と
し
て
旅
の
字
残
す
べ
し
。
あ
る
も
の
ゝ
句
に
、
 
 

あ
ら
し
や
さ
む
き
嶺
の
旅
人
と
せ
し
、
道
を
し
ら
ぬ
も
の
也
。
嵐
・
寒
・
嶺
・
旅
、
い
づ
れ
も
ー
二
よ
り
外
は
な
き
物
也
。
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と
こ
ろ
で
心
敬
は
そ
の
道
歌
論
の
各
所
に
お
い
て
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
の
篇
序
題
曲
流
の
説
明
部
分
に
、
 
 

わ
が
句
を
面
白
く
作
る
よ
り
は
、
他
人
の
句
を
明
ら
め
侍
る
は
、
は
る
か
に
至
り
難
し
と
也
。
作
を
よ
ろ
し
く
作
る
好
士
は
世
 
 

お
の
九
 
 

に
多
く
、
修
行
の
人
は
稀
な
り
。
さ
れ
ば
、
己
、
人
に
知
ら
れ
ざ
る
を
憂
へ
ざ
れ
、
己
、
人
を
知
ら
ざ
る
を
憂
へ
よ
、
と
文
に
 
 

も
い
へ
り
。
（
書
陵
部
本
）
 
 

と
い
う
と
同
趣
旨
の
主
張
を
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
の
句
、
ひ
い
て
は
他
者
そ
の
も
の
の
理
解
の
困
難
さ
を
執
 
 

拗
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
心
敬
の
心
情
と
い
う
よ
り
も
躇
著
な
精
神
的
傾
向
、
独
得
の
性
格
さ
え
看
項
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

い
ま
、
そ
の
よ
う
な
心
敬
の
心
の
深
層
に
立
ち
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
の
主
張
を
付
合
論
と
の
関
連
と
い
う
面
に
と
ど
め
て
考
え
 
 

て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
れ
を
、
疎
句
に
固
執
し
た
心
敬
が
一
般
に
容
れ
ら
れ
な
い
嘆
き
 
 

を
吐
露
し
た
も
の
、
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
立
場
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
は
素
直
に
、
何
句
す
る
に
際
し
て
 
 

前
句
に
対
す
る
解
釈
が
深
み
に
欠
け
、
ま
た
、
付
句
を
鑑
賞
す
る
う
え
で
前
句
と
の
関
連
の
機
微
を
十
分
に
把
握
で
き
な
い
、
一
般
 
 

連
歌
人
に
対
す
る
慨
嘆
と
解
す
ペ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
解
釈
の
方
が
、
篇
序
題
曲
流
の
何
句
に
よ
っ
て
相
 
 

手
を
生
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
己
の
存
在
を
実
現
し
ょ
う
と
し
た
、
心
敬
の
広
く
深
い
孤
独
の
世
界
が
窺
え
る
よ
う
に
考
え
る
。
 
 

淀
 
 
 

江
一
 
『
さ
1
め
ご
と
』
の
本
文
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
木
藤
才
蔵
氏
「
校
訂
さ
～
め
ご
と
』
 
（
六
三
書
院
、
昭
和
二
七
年
）
、
「
連
歌
論
集
俳
 
 

論
集
L
 
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
六
年
）
、
伊
地
知
綴
男
氏
「
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
」
 
（
小
学
館
、
昭
和
四
八
年
）
、
湯
浅
清
氏
「
心
敬
 
 

の
研
究
」
 
（
風
間
書
房
、
昭
和
五
二
年
）
の
ほ
か
、
「
私
語
b
（
宮
内
庁
書
陵
部
、
昭
和
三
四
年
）
、
島
津
忠
夫
氏
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
連
 
 

歌
論
集
」
 
（
八
木
書
店
、
昭
和
四
八
年
）
、
奥
田
勲
氏
「
連
歌
貴
重
文
献
集
成
』
第
四
条
（
勉
誠
社
、
昭
和
五
五
年
）
、
解
説
参
照
。
 
 
 

注
二
 
尊
経
閣
文
庫
本
本
文
は
「
連
歌
論
集
俳
論
集
』
に
、
書
陵
細
本
本
文
は
「
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』
に
よ
り
、
構
成
上
の
番
号
ほ
「
校
 
 

訂
さ
1
め
ご
と
」
に
従
っ
た
。
ま
た
歌
学
大
系
本
ほ
「
日
本
歌
学
大
系
』
第
五
巻
（
風
間
書
房
）
に
、
穂
久
遠
文
踵
本
は
湯
浅
氏
前
掲
書
に
よ
 
 

っ
た
。
な
お
「
密
言
』
の
本
文
に
つ
い
て
、
石
川
真
弘
氏
の
御
好
意
を
禿
け
な
く
し
た
。
 
 
 

注
三
 
田
中
裕
氏
「
中
世
文
学
論
研
究
』
 
（
塙
書
房
、
昭
和
四
四
年
）
、
三
八
一
貢
ほ
か
、
斎
藤
義
光
氏
「
中
世
連
歌
の
研
究
し
 
（
有
精
堂
、
昭
和
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五
四
年
）
、
二
〇
六
頁
ほ
か
参
照
。
斎
藤
氏
は
同
書
九
五
貢
に
、
「
「
心
敬
秘
説
」
に
お
い
て
は
更
に
こ
の
篇
序
題
・
曲
流
を
二
句
付
合
か
ら
 
 
 

三
句
以
上
に
亘
る
付
合
の
基
本
理
念
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
再
説
は
な
い
。
 
 

注
四
 
こ
の
点
を
厳
密
に
結
論
づ
け
る
に
は
、
連
歌
歌
・
歌
連
歌
の
閉
経
、
和
歌
用
語
と
連
歌
用
語
の
問
題
な
ど
が
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
 
 
 

お
、
今
津
久
代
氏
「
連
歌
付
合
の
表
現
」
 
（
『
国
文
』
3
0
号
、
昭
和
四
四
年
）
は
付
合
の
型
の
分
頸
を
試
み
ら
れ
、
岡
本
彦
一
氏
『
心
敬
の
世
 
 
 

界
』
 
（
桜
楓
社
、
昭
和
四
八
年
）
は
和
歌
的
上
下
句
意
詭
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
参
考
と
な
る
。
 
 

は  （
ま
っ
し
っ
ぎ
）
 
 

注
五
 
篇
序
踵
曲
流
に
つ
い
て
は
、
諸
本
と
袖
に
、
尊
続
開
文
庫
本
の
、
「
篇
は
人
を
尋
ぬ
る
に
、
い
ま
だ
た
1
ず
み
た
る
様
也
。
序
は
申
次
な
ど
 
 

を
尋
ぬ
る
程
の
事
也
。
題
は
此
の
事
を
言
ひ
に
来
た
る
な
ど
の
分
な
る
べ
し
。
曲
は
そ
の
意
趣
を
あ
ら
は
す
さ
ま
な
り
。
流
ほ
い
と
ま
を
こ
ひ
 
 

て
出
で
た
る
な
る
べ
し
」
以
下
、
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
あ
る
。
 
 

注
六
 
以
†
の
引
用
は
伊
地
知
威
男
氏
編
F
連
歌
論
集
』
下
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
一
年
）
に
よ
っ
た
。
解
説
に
よ
れ
は
初
産
本
系
統
奥
書
に
 
「
是
 
 

（
富
）
 
 

ハ
心
敬
ヨ
リ
兼
畝
停
綬
也
、
門
弟
ノ
外
ハ
不
可
有
他
見
也
」
の
一
文
が
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
斎
藤
氏
の
指
摘
の
ほ
か
、
木
藤
・
伊
地
知
両
 
 

氏
前
掲
書
も
、
頭
注
に
本
署
（
8
）
の
句
を
収
め
る
こ
と
を
注
意
し
て
あ
る
。
 
 

注
七
 
以
下
の
記
述
は
、
木
藤
才
蔵
氏
「
心
敬
の
連
歌
論
と
先
行
歌
学
書
』
 
（
「
文
学
・
語
学
』
4
2
ロ
て
昭
和
四
一
年
）
を
借
り
、
本
文
は
「
日
本
 
 

教
学
大
系
』
第
四
巻
（
風
間
書
房
）
に
よ
っ
た
。
 
 

か
九
し
も
こ
と
わ
♭
 
注
入
 
書
陵
部
本
に
は
、
「
歌
に
は
、
一
首
の
内
、
上
下
の
親
句
・
疎
句
の
事
、
専
ら
侍
り
。
序
・
枕
詞
を
な
が
な
が
し
く
置
き
、
下
の
句
に
珪
を
 
 

か
み
く
さ
し
た
 
 
 
い
ひ
あ
ら
は
し
侍
る
歌
は
、
上
の
句
は
疎
句
、
下
の
句
は
親
句
也
。
又
、
各
一
首
づ
つ
の
う
へ
に
も
、
規
疎
の
歌
侍
る
と
也
。
上
下
の
鎖
り
親
 
 

し
く
心
得
や
す
く
、
い
ひ
果
て
た
る
は
親
句
の
歌
也
。
又
、
上
の
句
と
下
の
句
と
心
だ
に
通
じ
侍
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
の
事
を
も
欲
し
き
ま
ま
 
 

に
継
ぎ
た
る
は
疎
句
の
歌
な
る
べ
し
と
也
」
と
あ
る
。
 
 

注
九
 
書
陵
部
本
で
ほ
、
版
覚
・
良
阿
・
信
照
の
作
者
名
が
な
い
が
、
尊
経
閣
文
庫
本
な
ど
の
版
本
系
本
で
補
訂
さ
れ
て
い
る
。
 
 

注
一
〇
 
以
下
に
引
用
す
る
心
散
開
係
の
連
歌
本
文
は
、
穣
山
重
民
『
心
敬
作
品
集
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
七
年
）
 
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
 
 

ら
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
山
根
清
隆
氏
蔽
説
参
照
。
 
 

注
二
 
金
子
金
治
郎
氏
『
心
敬
の
生
活
と
作
品
』
（
桜
腐
社
、
昭
和
五
七
年
）
、
l
一
六
一
頁
参
照
。
 
 

注
〓
一
前
掲
『
心
敬
作
品
集
』
所
収
の
『
一
朝
何
盲
誼
」
 
『
二
何
船
召
顔
』
コ
一
何
人
盲
韻
』
「
四
山
何
百
韻
」
『
五
何
路
甘
藷
』
『
七
何
蹄
首
謀
』
 
 
 

『
八
何
人
百
韻
』
『
九
唐
何
首
韻
』
二
〇
何
路
百
韻
』
二
一
何
人
百
詣
】
『
一
二
何
船
首
誼
」
二
三
何
人
百
韻
」
〓
五
山
何
百
電
』
二
七
何
 
3
1
 
 
 



奥 野 純 一   

人
草
準
竺
二
八
何
木
石
顔
L
二
九
何
船
首
詣
」
『
二
〇
何
路
盲
韻
」
r
二
一
何
木
石
罷
」
『
二
〓
何
路
百
恵
』
の
一
九
秤
で
あ
る
。
 
 

餌
 
 

注
〓
ニ
以
下
に
示
す
比
（
％
）
ほ
、
百
轟
に
配
当
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
句
数
を
意
味
す
る
の
で
、
独
吟
の
句
数
と
の
対
比
に
有
効
で
あ
る
。
 
 

注
一
四
 
前
掲
「
心
敬
作
品
集
』
所
収
の
F
一
朝
何
首
韻
L
コ
一
何
船
首
缶
」
「
四
山
何
号
翠
〓
ポ
荷
路
盲
韻
』
F
一
七
何
人
言
辞
≡
二
八
何
木
有
 
 

理
」
の
六
種
で
あ
る
。
 
 

注
一
五
 
以
下
の
本
文
は
、
『
ひ
と
り
と
と
J
は
島
津
忠
夫
氏
『
舌
代
中
世
芸
術
論
h
（
岩
波
雷
店
、
昭
和
四
八
年
）
、
F
所
々
返
答
』
は
横
山
窒
、
野
 
 

口
英
一
氏
r
心
敬
集
論
集
』
 
（
音
昌
杜
、
昭
和
ニ
ー
年
）
、
『
心
敵
情
都
庭
訓
』
ほ
 
『
統
群
書
煩
従
』
第
十
七
輯
下
（
綬
群
雫
類
従
刊
行
会
）
 
 

に
よ
っ
た
。
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