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1

　
吉
田
健
一
が
初
め
て
連
歌
を
知
っ
た
、
少
な
く
と
も
連
歌
も
ま
た
詩
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
の
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
．
．
智
〇
四
づ
Φ
ω
Φ
障
け
段
碧
棄
Φ
、
、
（
H
り
㎝
ω
）

を
読
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
友
人
だ
っ
た
ア
イ
ヴ
ァ
ン
・
モ
リ
ス
か
ら
「
か

う
い
ふ
本
も
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
」
キ
ー
ン
の
本
を
も
ら
っ
た
の
が
昭
和
二

十
八
年
。
そ
れ
か
ら
十
年
後
、
機
会
あ
っ
て
吉
田
健
一
は
「
百
十
数
ペ
ー
ジ
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
／
）

れ
も
日
本
で
言
ふ
な
ら
ぼ
袖
珍
本
に
類
す
る
小
さ
な
」
こ
の
本
を
、
自
ら
翻
訳
す

る
こ
と
に
な
る
。
「
自
分
で
直
接
に
読
ん
で
知
っ
た
こ
と
以
外
に
日
本
の
文
章
と

い
ふ
も
の
に
対
し
て
眼
を
開
か
れ
た
思
ひ
を
し
た
の
は
キ
イ
ン
さ
ん
の
本
が
始
め

　
　
（
2
）

て
だ
っ
た
」
と
書
く
の
は
、
そ
の
ま
た
十
年
後
の
昭
和
四
十
八
年
号
あ
る
。

　
そ
し
て
昭
和
五
十
年
、
安
東
次
男
著
作
集
第
三
巻
付
録
の
手
帖
鐸
に
寄
せ
た
一

文
「
連
歌
」
に
、
吉
田
健
一
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
か
つ
て
確
か
沼
波
慶
音
氏
校
訂
の
芭
蕉
全
集
を
持
っ
て
る
て
芭
蕉
と
言
へ
ば

発
句
と
い
ふ
当
時
の
考
へ
に
従
っ
て
そ
の
発
句
を
見
て
行
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で

は
こ
れ
を
ど
う
受
け
取
っ
た
も
の
か
解
ら
ず
に
み
る
う
ち
に
こ
の
本
も
今
は
も

う
手
許
に
な
い
。
そ
れ
か
ら
何
十
年
か
た
っ
て
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
ド
ナ
ル

ド
・
キ
イ
ン
氏
の
「
日
本
の
文
学
」
に
あ
る
水
隠
避
三
吟
百
韻
の
評
釈
で
始
め

て
連
歌
と
い
ふ
詩
形
式
を
知
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
も
連
歌
の
こ
と
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
が
こ
れ
が
詩
が
取
り
得
る
一
つ
の
形
式
で
あ
る
こ
と
に
は
思
ひ
至

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
ず
に
る
た
の
で
あ
る
。

　
吉
田
健
一
に
と
っ
て
連
歌
は
、
単
に
「
詩
が
取
り
得
る
一
つ
の
形
式
」
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
キ
ー
ン
の
連
歌
論
に
触
発
さ
れ
た
吉
田
健
一
は
、
中

村
光
夫
、
福
田
恒
存
、
大
岡
昇
平
、
三
島
由
紀
夫
、
神
西
清
な
ど
親
し
い
友
人
達

と
月
一
回
開
い
て
い
た
「
鉢
の
木
会
」
で
、
酔
余
の
座
興
に
歌
仙
を
巻
く
こ
と
を



2

始
め
た
。
連
歌
に
座
の
連
衆
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
座
の
世
界
を
楽
し
む
こ

と
を
吉
田
健
一
は
キ
ー
ン
の
本
か
ら
教
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は

恐
ら
く
連
歌
と
い
う
よ
り
は
、
連
歌
か
ら
面
倒
な
規
則
を
抜
き
に
し
た
俳
譜
連
歌

の
世
界
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
一
方
で
、
吉
田
健
一
は
連
歌
の
独
吟
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
独
吟
が
連
歌
の
手
法
と
し
て
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
る
こ

と
を
承
知
の
上
で
、
吉
田
健
一
は
そ
の
前
句
と
後
句
を
結
ぶ
連
歌
の
呼
吸
に
強
く

惹
か
れ
る
あ
ま
り
、
一
人
で
こ
の
座
の
呼
吸
を
持
続
さ
せ
る
方
法
は
無
い
も
の
か

と
考
え
始
め
た
の
で
は
な
い
か
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
吉
田
健
一
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
運
び
に
強
い
影
響
を

受
け
て
い
た
。
書
き
下
ろ
し
の
「
英
國
の
文
学
」
を
書
い
た
昭
和
二
十
四
年
前
後
、

日
本
語
の
句
読
点
の
打
ち
方
で
雄
鶏
社
の
延
原
謙
か
ら
格
別
の
洗
礼
を
受
け
た
の

ち
、
吉
田
健
一
は
自
ら
日
本
語
の
文
章
の
呼
吸
を
会
得
し
、
つ
い
に
は
あ
の
眼
を

瞠
る
よ
う
な
息
の
長
い
文
章
を
「
発
明
」
し
た
。
原
稿
用
紙
の
最
後
の
枡
目
ま
で

律
儀
に
埋
め
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
吉
田
健
一
は
、
そ
の
文
章
が
ど
こ
で
切

れ
て
も
慌
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
ど
こ
ま
で
続
い
て
も
そ
の
息
遣
い
が

乱
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
発
明
」
の
発
端
に
は
実
は
連
歌
を

繋
ぐ
呼
吸
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
小
論
の
仮
説
で
あ
る
。

　
吉
田
健
一
に
と
っ
て
文
章
の
構
想
と
は
、
ま
ず
最
初
の
一
行
を
書
き
出
す
こ
と

以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
一
行
を
次
の
一
行
が
受
け
、
そ
れ
が
さ
ら
に

次
の
一
行
に
受
け
継
が
れ
、
あ
と
は
指
定
さ
れ
た
字
数
に
よ
っ
て
、
い
か
よ
う
に

も
終
わ
る
こ
と
が
出
来
た
。
「
三
文
紳
士
」
、
「
乞
食
王
子
」
の
紛
れ
も
な
く
吉
田

健
一
の
息
遣
い
を
示
す
エ
ッ
セ
イ
群
が
堰
を
切
っ
て
流
れ
出
し
た
の
は
、
昭
和
三

十
年
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
息
遣
い
を
つ
か
ん
だ
吉
田
健
一
が
「
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
」
の
第
一
稿
に
手
を
入
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
、
続
け
て
「
英
國
の
近
代
文

学
」
（
昭
和
三
十
四
年
）
が
書
か
れ
、
少
し
遅
れ
て
「
英
國
の
文
学
」
が
全
面
的

に
書
き
直
さ
れ
、
こ
れ
が
定
本
と
し
て
世
に
出
た
の
は
初
版
か
ら
十
四
年
後
の
昭

和
三
十
八
年
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
「
緒
言
」
を
含
め
て
「
英
國
の
文
学
」
初
版
か

ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
が
、
何
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
そ
の
も
の
だ
っ

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
文
学
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
文
学
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
を
惜
し
げ

も
な
く
捨
て
る
こ
と
。
何
を
語
る
に
せ
よ
そ
の
語
っ
て
い
る
文
章
が
文
学
に
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
何
を
語
っ
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
「
文
学
概
論
」
（
昭
和

三
十
五
年
）
に
示
さ
れ
た
吉
田
健
一
の
方
法
論
は
、
次
の
一
節
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
目
的
が
文
学
の
こ
と
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
さ
う
す
る
以
上
、
そ

こ
に
は
文
学
と
い
ふ
も
の
、
或
は
そ
の
一
面
が
描
か
れ
て
み
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

く
て
、
こ
れ
も
言
葉
で
す
る
他
な
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
こ
で
人
物
が
活
躍

し
た
り
、
人
間
の
精
神
が
変
換
す
る
力
を
示
し
た
り
す
る
代
り
に
、
文
学
が
そ

の
姿
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
で
我
々
は
文
学
が
何
で
あ
る
か

を
理
解
す
る
が
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
そ
こ
に
姿
を
見
せ
た
の
も
、
そ
の
効
果
を

収
め
た
言
葉
が
文
学
だ
か
ら
で
あ
り
、
効
果
の
方
が
そ
こ
で
使
は
れ
て
る
る
言

葉
に
従
属
し
て
み
る
証
拠
に
、
我
々
が
理
解
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
そ
の

言
葉
を
繰
り
返
す
か
、
或
は
そ
れ
と
同
様
に
文
学
で
あ
る
言
葉
を
使
ふ
こ
と
し
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か
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
何
が
描
か
れ
て
も
、
そ
れ
が
言
葉
で
の
こ
と
で
あ
れ

ば
、
文
学
で
あ
っ
て
、
描
か
れ
た
も
の
が
文
学
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
変

ら
ず
、
従
っ
て
文
学
論
も
一
つ
の
さ
う
い
ふ
作
品
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
な
り
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ね
た
も
の
か
、
そ
の
何
れ
か
で
あ
る
他
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
文
学
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
こ
に
そ
の
文
学
が
「
姿
を
見
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
出
来
る
の
は
「
そ
の
効
果
を
収
め
た
言
葉
」

そ
の
も
の
が
文
学
だ
か
ら
で
、
と
い
う
こ
と
は
対
象
が
何
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
書

か
れ
た
も
の
が
「
作
品
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
な
り
損
ね
た
も
の
か
」
、
つ
ま
り
文

学
で
あ
る
か
な
い
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
が
「
文
学
」
で
な
け
れ
ば

「
効
果
を
収
め
」
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
従
っ
て
対
象
が
何
で
あ
れ
そ
の
何

か
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
、
と
吉
田
健
一
は
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
英
國
の
文
学
」
の
書
き
直
し
は
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
実
践
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
一

に
堅
苦
し
い
名
詞
が
例
外
な
く
動
詞
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
で
文
章
に
闊
達
な
動
き

が
生
じ
、
第
二
に
役
立
た
ず
と
な
っ
た
形
容
詞
の
無
駄
が
取
り
除
か
れ
、
第
三
に

日
本
語
の
文
脈
に
不
必
要
な
主
語
が
す
べ
て
姿
を
消
し
た
。
最
初
の
小
説
集
「
酒

宴
」
が
出
た
の
は
昭
和
三
十
二
年
、
そ
し
て
次
の
小
説
集
「
残
光
」
が
昭
和
三
十

八
年
に
出
た
。

　
「
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
」
の
ユ
リ
イ
カ
連
載
に
始
ま
る
晩
年
の
成
熟
の
一
切

は
、
す
で
に
こ
の
と
き
準
備
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。
昭
和
四
十
四
年
を
境
に
批

評
と
言
い
小
説
と
言
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
両
方
を
呑
み
込
ん
だ
散
文
が
、
た
だ

吉
田
健
一
的
文
章
と
で
も
言
う
ほ
か
な
い
凄
み
を
帯
び
て
流
れ
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
昭
和
五
十
二
年
、
「
変
化
」
と
題
す
る
長
篇
エ
ッ
セ
イ
の
書
き
か
け
の
第

阻
章
最
初
の
五
枚
を
編
集
者
に
渡
し
、
そ
れ
に
続
く
末
尾
二
行
足
ら
ず
の
文
字
を

書
斎
に
残
さ
れ
た
六
枚
目
の
原
稿
用
紙
の
冒
頭
に
書
き
つ
け
た
ま
ま
吉
田
健
一
は

世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に
も
先
を
書
き
続
け
る
つ
も
り
で
い

た
か
ら
尻
切
れ
と
ん
ぼ
の
五
枚
を
渡
し
、
わ
ざ
わ
ざ
末
尾
の
二
行
だ
け
の
六
枚
目

を
残
し
た
わ
け
で
、
こ
れ
を
要
す
る
に
吉
田
健
］
に
と
っ
て
そ
の
先
を
書
き
続
け

る
た
め
に
は
、
書
き
終
え
た
文
の
末
尾
二
行
だ
け
が
あ
れ
ば
足
り
た
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

2

　
日
本
文
学
に
お
け
る
「
連
歌
的
」
手
法
と
、
吉
田
健
一
的
文
章
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
散
文
と
の
繋
が
り
を
示
す
こ
と
が
、
こ
の
小
論
の
目
的
だ
っ
た
。
ま
ず
、
何
を

も
っ
て
「
連
歌
的
」
と
言
う
か
、
そ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
折
口
信
夫
「
連
歌
俳
譜
発
生
史
」
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
連
歌
と
言
ふ
の
は
、
形
式
の
名
で
あ
っ
て
、
俳
譜
は
内
容
の
称
で
あ
る
こ
と

は
、
既
に
述
べ
た
通
り
だ
。
俳
譜
味
を
多
少
で
も
具
へ
な
い
、
連
歌
と
言
ふ
も

の
〉
出
来
る
理
由
も
な
く
、
新
古
何
れ
か
の
連
歌
の
約
束
に
通
じ
る
所
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

形
に
、
産
繭
の
現
れ
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。



4

さ
ら
に
言
う
。

　
連
歌
と
言
ふ
名
よ
り
も
、
現
存
の
文
献
か
ら
す
れ
ば
、
鮮
麗
譜
の
方
が
古
い

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
痛
し
も
連
歌
の
所
属
で
な
く
、
広
い
意
義
に
於
け
る

短
歌
の
上
に
も
あ
る
事
で
あ
り
、
題
材
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
、
題
材
の
扱
ひ

方
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
う
し
て
言
へ
ば
、
い
つ
れ
の
意
味
の
俳
藷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
通
じ
る
こ
と
は
、
世
俗
的
で
あ
り
、
当
代
的
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
念
を
押
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
連
歌
か
ら
は
、
連
歌
で
あ
る
も
の
も
、
短
歌
か
ら
見
れ
ば
、
誹
譜
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
連
歌
直
立
期
の
平
安
期
末
に
お
い
て
す
ら
、
連
歌
と
言
ひ
、
俳
譜
と

言
ふ
こ
と
に
、
さ
の
み
境
界
を
論
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
。
況
し
て
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ン

捜
す
所
の
発
生
期
に
お
い
て
は
、
其
が
全
く
一
つ
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
、
本

タ
ウ
　
　
　
　
　
（
7
）

道
な
の
で
あ
る
。

　
折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
堂
島
は
連
歌
か
ら
派
生
し
た
新
し
い
形
式
と
い
う
よ

り
は
、
も
と
も
と
連
歌
発
生
に
起
因
す
る
「
発
想
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

引
用
文
の
少
し
前
で
「
俳
譜
は
様
式
で
な
く
て
、
寧
、
思
想
で
あ
る
」
と
言
い
、

ま
た
、
「
あ
る
点
か
ら
言
へ
ば
、
連
歌
は
、
其
本
質
的
の
発
想
な
る
黙
諾
法
に

よ
っ
て
、
与
へ
ら
れ
た
問
答
を
前
提
と
し
て
、
其
を
、
拡
張
・
演
繹
し
て
行
く

　
　
（
9
）

訣
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
俳
譜
が
連
歌
発
生
に
根
ざ
す
「
発
想
法
」
で

あ
る
以
上
、
も
っ
と
も
連
歌
ら
し
い
連
歌
は
む
し
ろ
俳
譜
連
歌
に
あ
る
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
連
歌
式
目
か
ら
の

脱
却
こ
そ
連
歌
の
真
骨
頂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
連
歌
の
作
法
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
）
〔
1
）

連
歌
俳
講
史
に
つ
い
て
は
伊
知
地
鉄
男
「
連
歌
の
世
界
」
、
ま
た
折
口
信
夫

　
　
（
1
1
）

「
連
俳
論
」
に
譲
る
。
い
わ
ゆ
る
後
世
で
言
う
連
歌
と
い
う
形
式
が
決
定
的
に

な
っ
た
の
は
、
五
七
五
七
七
の
三
十
一
文
字
の
短
歌
の
句
の
切
れ
目
が
、
新
古

今
和
歌
集
あ
た
り
を
境
に
最
初
の
三
節
（
五
七
五
）
と
後
の
二
節
（
七
七
）
と

の
間
に
来
る
こ
と
が
定
着
し
、
そ
の
上
句
と
下
句
を
別
の
人
間
が
詠
ん
で
、
そ

の
受
け
応
え
の
妙
を
楽
し
む
風
が
出
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て

最
初
の
五
七
五
を
別
の
一
人
が
七
七
で
受
け
、
さ
ら
に
別
の
一
人
が
こ
れ
を
五

七
五
で
受
け
、
さ
ら
に
こ
れ
を
別
の
一
人
置
七
七
で
受
け
る
、
と
い
う
ぐ
あ
い

に
無
限
に
ど
こ
ま
で
も
続
け
て
い
け
る
の
が
連
歌
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
実
際
に
行
わ
れ
た
の
は
百
韻
を
基
本
と
し
た
千
句
、
万
句
、
ま
た
略
式
の

五
十
句
、
四
十
四
句
、
三
十
六
句
（
歌
仙
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
の
ち
に
雅
俗

と
り
ま
ぜ
た
俳
譜
連
歌
、
い
わ
ゆ
る
連
句
へ
と
進
み
、
さ
ら
に
俳
譜
の
発
句

（
五
七
五
）
の
み
を
独
立
さ
せ
た
俳
句
が
一
人
歩
き
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
連
歌
の
基
本
法
則
、
す
な
わ
ち
連
歌
式
目
に
つ
い
て
初
心
者
に
わ
か
る
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
は
、
小
西
甚
一
「
宗
祇
」
が
最
も
詳
し
い
。
難
解
極
ま
り
な
い
連
歌
規
則
も
、

そ
の
隅
々
ま
で
は
座
の
「
執
筆
」
が
心
得
て
い
れ
ば
い
い
こ
と
で
、
連
衆
は
む

し
ろ
前
句
を
受
け
て
の
「
連
想
」
に
も
つ
ば
ら
心
を
く
だ
い
た
。
出
来
た
後
句
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が
規
則
の
隅
々
に
か
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
執
筆
は
こ
れ
を
斥
け
、
そ
こ
で
改
め

て
連
衆
は
規
則
に
か
な
っ
た
形
で
自
分
の
「
連
想
」
を
洗
練
さ
せ
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
連
歌
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
歌
の
「
連
想
」
の
緊
密
な

関
係
が
、
も
っ
ぱ
ら
前
句
と
後
句
の
間
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
句
で
あ
る
発
句
を
受
け
た
第
二
句
の
脇
は
、
次
に
は
前

句
と
な
っ
て
第
三
の
句
を
待
つ
。
そ
し
て
、
発
句
と
第
三
の
句
は
規
則
上
の
関

係
を
除
い
て
は
、
そ
こ
に
何
の
関
係
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

発
句
は
脇
と
、
脇
は
第
三
の
句
と
、
そ
れ
ぞ
れ
緊
密
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る

が
、
発
句
と
第
三
の
句
に
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
、
付
句
が
同
じ
理
屈
で
次
か
ら
次
へ
と
続
い
て
、
こ
の
形
の
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
一
つ
の
連
想
が
次
の
連
想
へ
と
、
誰
も
予
期
し
な
い
形
で
運
ば
れ
て
い

く
。
そ
の
行
方
は
、
当
の
連
衆
の
誰
一
人
と
し
て
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
世
界
に
は
全
体
を
統
括
す
る
面
倒
な
規
則
は
あ
っ
て
も
、
百
韻
な

ら
百
韻
の
世
界
そ
の
も
の
を
前
も
っ
て
構
成
す
る
と
い
う
意
志
は
一
切
無
い
の

で
あ
る
。
連
歌
も
ま
た
「
詩
が
取
り
得
る
一
つ
の
形
式
」
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、

こ
れ
は
な
ん
と
も
奇
怪
な
詩
の
形
式
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
前
句
か
ら
後
句
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
連
想
の

流
れ
が
、
過
去
の
日
本
文
学
の
遺
産
を
自
ず
と
体
現
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
水
無
瀬
三
吟
」
の
宗
祇
の
発
句
「
雪
な
が
ら
山
本

か
す
む
タ
ベ
か
な
」
が
新
古
今
集
に
あ
る
後
鳥
羽
院
の
「
見
渡
せ
ば
山
も
と
霞

む
水
無
瀬
川
夕
べ
は
秋
と
何
思
ひ
け
ん
」
を
本
歌
と
し
て
、
場
所
が
水
無
瀬
川

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
同
時
に
本
歌
の
「
見
渡
せ
ば
」
と
い
う
広
が
り
を

得
て
、
雪
の
白
さ
と
遠
山
の
裾
に
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
夕
景
に
厚
み
を
加
え
、

こ
れ
を
受
け
て
肖
柏
が
「
行
く
水
遠
く
梅
に
ほ
ふ
里
」
と
脇
を
付
け
た
「
行
く

水
」
は
古
今
集
の
「
水
無
瀬
川
あ
り
て
行
く
水
無
く
は
こ
そ
つ
ひ
に
わ
が
身
を

絶
え
ぬ
と
思
は
め
」
を
連
想
さ
せ
、
発
句
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
水
無
瀬
川

の
景
色
を
改
め
て
印
象
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
に
新
し
い
影
像
を
重
ね
て
い
く
。

い
わ
ゆ
る
「
本
歌
取
り
」
は
連
歌
の
世
界
で
は
す
で
に
素
養
と
し
て
連
衆
の
心

に
あ
り
、
そ
の
対
象
は
「
源
氏
物
語
」
を
始
め
と
し
て
広
く
古
典
全
域
に
わ
た

っ
て
い
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
素
養
は
人
に
ひ
け
ら
か
す
類
の
も
の
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
努
め
て
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
類
の
奥
床
し
い
教
養
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
連
歌
の
座
で
は
、
規
則
に
か
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
ま
し
て
、
目
立

つ
こ
と
が
嫌
わ
れ
た
。
一
句
が
目
立
つ
こ
と
は
連
歌
の
流
れ
そ
の
も
の
を
断
つ

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
連
衆
が
支
え
て
い
る
世
界
を
一
瞬
の
う
ち
に
消
し
去
る

に
等
し
い
行
為
だ
っ
た
。
流
れ
の
中
で
目
立
つ
こ
と
は
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
と
い
う
よ
り
は
悪
趣
味
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
連
衆
に
と
っ
て

何
よ
り
も
大
切
だ
っ
た
の
は
、
行
方
の
わ
か
ら
な
い
連
歌
の
流
れ
を
緊
密
に
繋

げ
て
座
の
自
然
に
ま
か
せ
て
流
し
て
い
く
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
流

れ
を
乱
す
こ
と
は
連
歌
の
世
界
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
悪
し
き
も
く
ろ
み
を
放
棄
し
、
句
と
句
の
緊
密
な

繋
が
り
を
何
よ
り
も
重
視
し
、
そ
の
展
開
の
行
方
は
自
然
の
流
れ
に
ま
か
せ
て



6

た
じ
ろ
ぐ
こ
と
が
な
い
。
ま
た
小
賢
し
く
目
立
つ
こ
と
を
嫌
い
、
過
去
の
文
学

遺
産
を
平
気
な
顔
で
蕩
尽
し
つ
つ
、
も
っ
ぱ
ら
流
れ
を
緊
密
に
繋
い
で
い
く
持

続
そ
の
も
の
に
努
力
が
傾
け
ら
れ
、
ひ
た
す
ら
暗
示
と
連
想
の
手
が
か
り
に
よ

っ
て
一
句
か
ら
一
句
、
ま
た
一
句
と
常
に
新
た
な
世
界
を
構
築
し
て
い
く
。

　
右
の
手
法
を
指
し
て
、
こ
こ
で
は
「
連
歌
的
」
と
言
う
。
そ
し
て
古
来
、
こ

れ
ほ
ど
日
本
人
の
嗜
好
に
合
っ
た
や
り
方
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ド
ナ
ル

ド
。
キ
ー
ン
に
よ
れ
ぽ
日
本
文
学
の
真
骨
頂
は
随
筆
、
日
記
、
紀
行
に
あ
っ
た
。

次
に
「
日
本
の
文
学
」
か
ら
の
一
節
を
引
く
（
吉
田
健
一
訳
）
。

　
日
本
で
は
罷
る
種
の
文
学
形
式
が
他
の
国
よ
り
も
発
達
し
て
い
て
、
こ
れ
に

は
日
本
人
が
そ
の
印
象
や
経
験
を
叙
情
の
形
で
得
て
、
こ
れ
を
組
織
立
っ
た
も

の
に
す
る
の
に
困
難
を
感
じ
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
文
学
形
式
と
い
う

の
は
日
記
、
紀
行
、
随
筆
な
ど
で
あ
っ
て
、
比
較
的
に
自
由
な
様
式
で
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

が
、
そ
れ
は
決
し
て
無
技
巧
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

の
書
き
出
し
の
部
分
を
例
に
挙
げ
た
キ
ー
ン
は
、

　
日
本
人
は
こ
う
い
う
作
品
を
書
い
て
い
る
時
に
最
も
そ
の
長
所
を
発
揮
す
る

の
で
、
こ
れ
な
ら
ば
構
成
に
つ
い
て
の
配
慮
に
余
り
悩
ま
さ
れ
ず
に
自
然
の
全

く
比
類
な
い
描
写
や
、
繊
細
な
感
情
の
表
現
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
う
い
う
作
品
に
は
煮
る
程
度
の
滑
稽
味
と
優
し
い
哀
愁
が
漂
っ
て
い
て
、
影

像
に
影
像
を
積
み
重
ね
て
い
っ
て
一
つ
に
溶
け
合
せ
る
と
い
う
、
日
本
の
詩
に

一
貫
し
た
特
徴
は
、
こ
こ
で
は
旅
行
中
の
見
聞
と
か
、
宮
廷
で
の
日
々
の
出
来

事
と
か
が
語
り
手
の
人
物
で
統
一
さ
れ
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
烈
し
く
て
角
が
立
つ
感
情
は
何
か
場
違
い
で
下
品
な
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
、

こ
う
い
う
個
人
的
な
感
想
で
出
来
て
い
る
作
品
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
文
学
全

般
に
亘
っ
て
、
思
い
出
に
耽
る
と
い
う
態
度
が
取
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

り
、
ど
ぎ
つ
い
印
象
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。

　
こ
の
日
本
人
に
特
有
の
「
優
雅
」
と
「
軽
み
」
に
固
執
す
る
態
度
を
指
し
て
キ

ー
ン
は
「
雅
び
」
と
呼
び
、
「
日
本
の
文
学
は
本
質
的
に
貴
族
的
な
も
の
」
と
断

定
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
民
謡
や
「
下
層
階
級
の
た
め
に
書
か
れ
た
小
説
」
が

「
同
じ
種
類
の
欧
米
の
作
品
よ
り
も
遙
に
優
雅
に
出
来
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す

る
。
キ
ー
ン
が
紀
行
の
例
に
挙
げ
た
「
奥
の
細
道
」
の
作
者
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
俳

譜
連
歌
の
完
成
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
キ

ー
ン
は
、
連
歌
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
連
歌
は
そ
の
最
上
の
例
で
は
、
何
人
か
の
詩
人
の
精
神
に
次
々
に
生
じ
た
影

像
を
表
現
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
全
く
類
例
の
な
い
形
式
な
の
で
、
そ
れ
は

音
楽
に
似
た
効
果
を
収
め
る
、
言
わ
ば
、
詩
人
の
意
識
の
多
元
的
な
流
れ
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
般
に
詩
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
各
種
の
形
式
の
堅

固
な
構
造
を
欠
い
て
い
た
こ
と
は
、
詩
で
も
、
散
文
で
も
構
造
が
弱
点
に
な
っ

て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
都
合
が
よ
く
て
、
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
日
本
人
は
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そ
の
拝
情
を
短
歌
や
俳
句
の
狭
い
範
囲
に
限
ら
ず
に
、
ま
た
無
軌
道
に
も
な
ら

ず
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
句
も
次
の
句
に
緊
密

に
繋
り
、
詩
が
高
度
に
暗
示
的
な
性
格
を
失
わ
な
い
で
い
さ
え
す
れ
ば
、
作
品

の
構
造
を
念
入
り
に
工
夫
し
た
り
、
一
つ
の
主
題
を
そ
の
結
末
ま
で
発
展
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
し
連
歌
に
「
構
造
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
念
入
り
に
工
夫
」
し
、

「一

ﾂ
の
主
題
を
そ
の
結
末
ま
で
発
展
さ
せ
」
る
べ
き
「
堅
固
な
」
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
「
次
々
に
生
じ
た
影
像
」
が
「
緊
密
に
繋
」
り
、
「
暗
示
的
な

性
格
を
失
わ
な
い
」
言
葉
の
流
れ
が
自
ず
と
生
み
出
す
「
柔
軟
な
」
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
連
歌
の
特
徴
が
、
実
は
広
く
日
本
文
学
の
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
容
易
に
指
摘
出
来
る
。
そ
の
柔
構
造
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
何
も

古
典
に
さ
か
の
ぼ
る
必
要
さ
え
な
く
て
、
た
と
え
ば
石
川
淳
の
小
説
は
そ
の
典
型

で
あ
り
、
石
川
淳
は
ま
た
エ
ッ
セ
イ
の
名
手
で
も
あ
っ
た
。

　
「
確
実
に
書
か
れ
た
一
行
の
こ
と
ぼ
は
か
な
ら
ず
そ
れ
自
体
の
運
動
を
お

（
1
6
）

こ
す
」
と
言
い
、
「
よ
い
作
品
の
こ
と
を
、
よ
く
造
型
で
き
た
と
い
ふ
の
は
当
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
い
。
よ
く
力
が
出
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
言
い
、
ま
た
、
「
精
神
の
運
動

に
と
っ
て
、
自
然
と
は
努
力
の
持
続
の
こ
と
を
い
ふ
。
持
続
の
無
い
と
こ
ろ
に
、

仕
事
が
で
き
あ
が
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
ま
た
で
き
あ
が
っ
た
仕
事
が
抱
棄
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
」
と
書
く
石
川
淳
は
、
「
狂
歌
百
鬼
夜
具
」
の
筆
者
で

も
あ
る
。
そ
の
一
節
に
言
う
。

　
俳
講
化
と
は
、
一
般
に
固
定
し
た
形
式
を
柔
軟
に
ほ
ぐ
す
こ
と
を
い
ふ
。
こ

れ
を
ほ
ぐ
す
た
め
に
は
、
精
神
は
位
置
か
ら
運
動
の
は
う
に
乗
り
出
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
と
ぼ
の
操
作
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
表
現
上
の
規
定
の
中
に
流

行
を
導
入
す
る
た
め
に
、
雅
言
に
狸
汁
を
ま
じ
へ
る
こ
と
は
苦
し
か
ら
ず
。
た

だ
技
術
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
昨
日
の
こ
と
ば
に
生
命
を
あ
た
へ
る
や
う
に
、

ま
た
今
日
の
こ
と
ば
に
我
儘
を
ゆ
る
さ
な
い
や
う
に
、
雅
言
と
狸
言
と
の
緊
張

関
係
の
上
に
あ
た
ら
し
い
表
現
法
を
発
見
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
狂
歌
と

い
へ
ど
も
、
こ
と
ば
と
し
て
の
品
位
を
う
し
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

品
位
に
気
を
つ
か
ひ
す
ぎ
る
と
、
狂
歌
は
と
も
す
れ
ば
本
歌
の
で
き
そ
こ
な
ひ

に
な
り
た
が
る
。
最
高
の
歌
格
に
慌
て
、
よ
く
狂
歌
の
艦
を
え
て
、
新
風
の
美

を
打
出
す
る
。
朱
楽
菅
江
と
い
ふ
歌
学
者
の
着
眼
は
か
な
ら
ず
や
こ
こ
に
あ
っ

（
1
9
）

た
。

　
狂
歌
に
お
け
る
古
今
集
の
「
俳
層
化
」
も
ま
た
、
芭
蕉
に
お
け
る
堂
上
派
の
連

歌
の
俳
譜
化
と
同
様
、
お
そ
ら
く
そ
の
心
意
気
に
お
い
て
連
歌
の
形
式
に
自
ず
と

通
ず
る
発
想
法
の
開
拓
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
石
川
淳
の
散
文
が

「
雅
言
と
狸
言
と
の
緊
張
関
係
」
の
上
に
あ
っ
て
奇
も
希
い
も
あ
る
華
や
か
な
装

い
を
凝
ら
し
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
あ
た
か
も
時
間
が
自
ら
語
り
始
め
た
か

の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
地
味
に
「
俗
す
な
わ
ち
雅
」
の
呼
吸
で
言
葉
を
緊
密
に
繋
げ

つ
つ
、
そ
の
行
方
を
見
定
め
る
よ
う
に
し
て
「
連
歌
的
」
文
章
を
綴
っ
て
い
た
の

が
吉
田
健
一
だ
っ
た
。
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3

　
父
と
漸
く
親
し
く
な
っ
た
の
が
そ
の
引
退
後
だ
つ
た
の
は
父
自
身
の
状
況
と

並
行
し
て
何
故
か
そ
れ
と
殆
ど
同
時
に
こ
っ
ち
も
自
分
の
仕
事
に
見
切
り
を
付

け
る
こ
と
を
知
っ
た
為
だ
つ
た
。
そ
れ
が
文
章
の
仕
事
で
も
二
、
三
十
年
こ
れ

を
や
っ
て
み
れ
ば
自
分
が
す
る
積
り
で
る
た
こ
と
は
大
概
な
し
遂
げ
る
も
の
で

当
る
時
自
分
に
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
と
い
ふ
も

の
が
も
う
な
い
の
を
感
じ
た
。
或
る
意
味
で
は
人
間
は
そ
れ
を
感
じ
る
為
に
仕

事
を
し
続
け
て
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
瞬
間
か
ら
も
し
そ
れ
ま
で
の
仕

事
が
書
く
こ
と
だ
っ
た
の
な
ら
ば
時
は
原
稿
の
枚
数
の
多
寡
で
な
く
て
た
だ

刻
々
と
た
っ
て
行
く
。
そ
れ
を
原
稿
の
枚
数
で
計
る
こ
と
自
体
が
人
間
の
自
然

な
呼
吸
と
で
も
言
ふ
他
な
い
も
の
か
ら
す
れ
ぽ
無
理
な
こ
と
な
の
で
そ
の
呪
縛

を
解
か
れ
て
精
神
も
伸
び
伸
び
す
る
。
従
っ
て
そ
れ
か
ら
の
方
が
書
く
仕
事
で

も
仕
事
ら
し
い
も
の
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
そ
の
や
う
な
こ
と
に
ま
で

構
っ
て
は
み
ら
れ
な
い
。
万
一
も
し
我
々
の
仕
事
が
死
後
に
ま
で
残
る
や
う
な

こ
と
が
あ
る
な
ら
ぼ
こ
れ
は
そ
の
死
後
に
他
の
も
の
が
詮
索
す
る
こ
と
で
あ

（
2
0
）

る
。

　
こ
う
い
う
文
章
を
、
た
と
え
ぼ
三
島
由
紀
夫
の
よ
う
に
前
も
っ
て
全
体
の
構
成

を
頭
に
置
き
な
が
ら
書
く
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
小
林
秀
雄
の
よ

う
に
推
敲
に
推
敲
を
重
ね
、
あ
と
か
ら
手
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
。
こ
こ
に
あ
る
リ
ズ
ム
は
、
い
わ
ば
思
惑
と
い
う
も
の
を
捨
て
た
り
ズ
ム
で
あ

る
。
構
成
と
い
う
も
の
を
最
初
か
ら
放
棄
し
た
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　
父
吉
田
茂
が
第
五
次
吉
田
内
閣
の
総
辞
職
と
と
も
に
自
由
党
総
裁
の
座
を
退
い

た
の
は
昭
和
二
十
九
年
、
ま
た
衆
議
院
議
員
か
ら
悠
々
自
適
の
生
活
に
入
っ
た
の

は
三
十
八
年
、
逝
去
が
四
十
二
年
。
中
村
光
夫
に
よ
れ
ば
、
父
茂
は
吉
田
健
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
「
ひ
そ
か
な
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
」
だ
っ
た
、
と
あ
る
。
解
か
れ
た
「
呪
縛
」
は
何
も

「
原
稿
の
枚
数
の
多
寡
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
父
の
死
後
二
年
た

っ
た
昭
和
四
十
四
年
ユ
リ
イ
カ
七
月
号
か
ら
、
吉
田
健
一
は
「
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
世

紀
末
」
の
連
載
を
始
め
て
い
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
「
或
る
時
自
分
に
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
仕
事
と
い
ふ
も
の
が
も
う
な
い
の
を
感
じ
た
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
解
し
た

ら
よ
い
の
か
。
実
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ

で
は
「
連
歌
的
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
お
く
。
「
ど
う
し
て
も
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
」
と
は
、
「
父
自
身
の
状
況
と
並
行
し
て
」
と
い
う
時
間

の
流
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、
お
そ
ら
く
「
英
國
の
文
学
」
を
書
き
直
す
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
は
「
英
國
の
近
代
文

学
」
、
さ
ら
に
「
文
学
概
論
」
の
執
筆
に
ま
で
及
ぶ
だ
ろ
う
。
昭
和
三
十
四
年
四

月
に
書
か
れ
た
「
読
者
の
立
場
か
ら
見
た
今
日
の
日
本
文
学
」
に
、
次
の
一
節
が

あ
る
。　

文
学
で
は
な
い
も
の
が
文
学
で
通
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
文
学
と
い
ふ
の
は
何

で
あ
る
か
、
或
は
自
分
に
と
っ
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
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め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
の
一
つ
の
言
葉
に
止
ま
ら
な
く
て
、
恐
ら
く

凡
て
の
用
語
に
就
て
同
様
の
定
義
の
し
直
し
を
や
る
こ
と
に
な
る
に
違
ひ
な

（
恥

し
　
こ
れ
は
掛
け
値
な
し
に
、
同
年
七
月
か
ら
「
聲
」
に
連
載
が
始
ま
っ
た
「
文
学

概
論
」
の
「
前
書
き
」
と
言
っ
て
い
い
一
文
で
あ
る
。
「
文
学
で
は
な
い
も
の
が

文
学
で
通
っ
て
み
る
」
な
ら
ば
、
「
文
学
と
い
ふ
の
は
何
で
あ
る
か
、
或
は
自
分

に
と
っ
て
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
」
を
自
ら
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

は
「
凡
て
の
用
語
に
就
て
」
定
義
の
し
直
し
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
吉
田

健
一
に
し
て
み
れ
ば
、
「
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
」
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
し
て
「
文
学
概
論
」
が
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
際
、
そ
の
後
記

に
吉
田
健
一
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
こ
の
本
を
書
い
た
目
的
は
、
文
学
に
就
て
概
括
的
に
論
じ
る
と
い
ふ
や
う
な

中
途
半
端
な
こ
と
よ
り
も
、
自
分
に
と
っ
て
文
学
と
い
ふ
も
の
が
何
で
あ
る
か

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
か
ら
言
っ
て
、
少
く
と
も
自
分

に
と
っ
て
は
、
今
ま
で
自
分
が
文
学
に
立
て
持
っ
て
る
た
考
へ
が
は
っ
き
り
し

　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
も
の
に
な
っ
た
。

　
「
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
べ
き
こ
と
が
、
「
は
っ
き
り
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の

三
年
後
の
昭
和
三
十
八
年
、
書
き
直
し
た
定
本
「
難
破
の
文
学
」
の
後
記
に
吉
田

健
一
は
「
こ
の
本
が
出
来
上
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
、
是
非
と
も
し
て
置
き
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
思
ふ
仕
事
は
も
う
何
も
残
っ
て
み
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

　
鴎
外
の
「
歳
計
を
な
す
も
の
に
中
七
里
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
此

数
行
を
書
し
て
一
生
の
中
爲
切
と
す
る
。
し
か
し
中
爲
切
が
或
は
即
ち
総
勘
定
で

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
言
う
文
字
に
な
ら
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
吉
田
健
一
は

「
文
学
概
論
」
を
も
っ
て
「
一
生
の
中
爲
切
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
当
時
の
吉
田
健
一
に
と
っ
て
「
或
は
即
ち
総
勘
定
」

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
「
総
勘
定
」
と
は
、
実
は
定
本
「
英
國
の
文

学
」
の
完
成
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
吉
田
健
一
の
「
思
惑
」
で
あ
る
。
そ

の
「
思
惑
」
で
、
た
と
え
ば
吉
田
健
一
は
連
歌
の
流
れ
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
、

と
考
え
て
み
る
。
し
か
し
、
書
き
直
し
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
定
本

「
英
國
の
文
学
」
で
は
ま
だ
ぎ
ご
ち
な
く
打
た
れ
て
い
た
句
読
点
が
、
「
白
飴
ロ

ッ
パ
の
世
紀
末
」
を
境
に
次
第
に
文
を
綴
る
呼
吸
と
と
も
に
姿
を
消
し
て
行
っ
た

よ
う
に
、
そ
れ
は
本
来
、
本
人
の
「
思
惑
」
を
越
え
て
流
れ
て
い
く
は
ず
の
も
の

で
あ
る
。
現
に
、
本
人
も
「
そ
の
や
う
な
こ
と
に
ま
で
構
っ
て
は
み
ら
れ
な
い
」

と
書
い
て
い
る
の
だ
。

　
例
え
ば
、
昭
和
四
十
七
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
本
当
の
や
う
な
話
」
は
、
次

の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
朝
に
な
っ
て
女
が
目
を
覚
し
て
床
を
出
る
。
そ
の
辺
か
ら
話
を
始
め
て
も
い

い
訳
で
あ
る
。
そ
こ
は
鎧
戸
と
ガ
ラ
ス
窓
を
締
め
て
レ
エ
ス
の
カ
ア
テ
ン
に
重

ね
て
濃
紺
の
棄
子
の
カ
ア
テ
ン
を
夜
に
な
る
と
張
る
の
が
東
側
の
窓
だ
け
瞳
子
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の
カ
ア
テ
ン
の
方
が
引
い
て
あ
る
の
は
女
が
そ
こ
を
通
し
て
朝
日
が
僅
か
に
部

屋
に
洩
れ
て
来
る
の
を
見
る
の
を
楽
し
み
の
一
つ
に
数
へ
て
る
た
か
ら
だ
っ
た
。

こ
の
女
の
名
前
が
民
子
と
い
ふ
の
だ
っ
た
こ
と
に
す
る
。
別
に
理
由
が
あ
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
そ
の
こ
と
で
序
で
に
言
ふ
な
ら
ば
こ
の
話
そ
の
も
の
が
何
の

表
向
き
の
根
拠
も
な
し
に
た
だ
頭
に
浮
か
ん
だ
も
の
な
の
で
従
っ
て
こ
れ
は
或

は
本
当
の
こ
と
を
書
い
て
み
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
尤
も
本
当
と
い
ふ
こ
と
の

　
　
　
　
　
（
2
6
）

意
味
も
色
々
あ
る
。

　
「
そ
の
辺
か
ら
話
を
始
め
て
も
い
い
訳
で
あ
る
」
と
か
、
「
こ
の
女
の
名
前
が

民
子
と
い
ふ
の
だ
っ
た
こ
と
に
す
る
」
と
か
、
「
こ
れ
は
或
は
本
当
の
こ
と
を
書

い
て
み
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
い
わ
ゆ
る
小
説
の
一
節
と

し
て
は
変
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
吉
田
健
一
の
小
説
が
異
色
だ

っ
た
り
、
或
い
は
こ
れ
が
吉
田
健
一
の
小
説
な
ら
で
は
の
趣
向
だ
っ
た
り
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
肝
心
な
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
小
説
の
一
節
と
し
て
生
き
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
、
も
し
そ
こ
だ
け
が
目
立
っ
て
目
障
り

に
な
る
よ
う
で
は
こ
の
小
説
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
読
ん
で
み
れ
ば
わ

か
る
よ
う
に
、
我
々
は
そ
の
女
が
民
子
で
あ
る
こ
と
を
納
得
し
、
或
い
は
こ
れ
が

本
当
の
話
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
異
色
と
か
趣
向
と
か
言
う

前
に
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
小
説
と
し
て
読
ん
で
い
け
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
て
、
読
め
れ
ば
そ
れ
は
異
色
で
も
趣
向
で
も
な
く
て
、
た
だ
そ

の
小
説
の
一
節
に
な
る
。
そ
の
証
拠
に
我
々
は
そ
の
先
が
読
み
た
く
な
る
。

　
こ
れ
は
な
に
も
小
説
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
て
随
筆
或
い
は
エ
ッ
セ
イ
と
呼
ば

れ
る
散
文
、
ま
た
批
評
で
あ
ろ
う
と
同
じ
で
、
要
は
先
が
読
め
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
い
く
ら
趣
向
を
凝
ら
し
た
と
こ
ろ
で
、
と
い
う
の
は
例
え
ば
こ
れ

を
誰
か
が
真
似
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
う
ま
く
行
く
は
ず
は
な
く
て
、
そ
れ
は

こ
れ
が
も
と
も
と
趣
向
な
ど
と
は
縁
が
な
い
文
章
だ
か
ら
で
あ
る
。
吉
田
健
一
の

精
神
が
そ
う
出
来
て
い
る
か
ら
と
で
も
言
う
は
か
な
く
て
、
そ
の
一
節
が
な
け
れ

ば
先
に
進
め
な
い
か
ら
そ
こ
に
そ
の
一
節
が
あ
る
。

　
例
え
ば
吉
田
健
一
の
文
章
の
ど
こ
か
に
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
．
．
8
0
葺
ω
、
Φ
幽
く
ρ

8
9
冨
ω
ω
①
旧
一
㎡
鋤
¢
o
O
乱
①
①
二
Φ
0
8
霞
○
¢
び
一
一
Φ
㌦
、
が
引
か
れ
て
い
る
の
も
、

そ
れ
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
先
に
進
め
な
い
か
ら
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ

ん
な
こ
と
が
誰
に
で
も
出
来
る
も
の
か
ど
う
か
は
試
し
て
み
れ
ぼ
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
五
位
ロ
ッ
パ
の
人
間
」
も
「
昔
話
」
も

「
時
間
」
も
こ
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
、
さ
ら
に
「
書
架
記
」
も
「
交
遊
録
し
も

「
金
沢
」
も
、
同
じ
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
る
た
め
に
は
文
章
の
息
が
続
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

息
が
前
も
っ
て
構
成
を
考
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
あ
と
か
ら
手
を
入

れ
て
書
き
直
す
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
常
に
書
か
れ
た
一
節
を
受
け

て
息
を
繋
げ
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
し
か
息
の
関
心
事
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
息
の
発
生
の
場
を
由
緒
正
し
い
文
章
の
流
れ
に
沿
っ
て
た
ど
っ
て
い
く
と
、

連
歌
の
呼
吸
に
た
ど
り
つ
く
。
し
か
も
、
そ
れ
が
連
歌
の
陥
穽
と
も
言
う
べ
き

「
連
想
の
遊
戯
」
に
終
わ
っ
て
い
な
い
の
は
、
俳
譜
連
歌
に
於
け
る
芭
蕉
と
同
じ

位
置
に
、
批
評
家
吉
田
健
一
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
弟
子
詩
人
の
名
句
を
吟
味

し
、
精
錬
し
、
集
成
し
、
高
揚
し
、
こ
れ
を
一
の
秩
序
に
輝
か
し
た
も
の
は
芭
蕉
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（
2
7
）

の
燗
眼
で
あ
る
」
と
石
川
淳
は
言
う
。

　
吉
田
健
一
に
と
っ
て
連
歌
の
呼
吸
で
文
を
綴
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自

ら
文
を
「
吟
味
し
、
精
錬
し
、
集
成
し
、
高
揚
し
、
こ
れ
を
一
の
秩
序
に
輝
か
」

す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
同
時
に
一
人
の
批
評
家
の
筆
か
ら

流
れ
出
て
来
た
と
こ
ろ
に
吉
田
健
一
の
「
発
明
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
固
定
し

た
形
式
を
柔
軟
に
ほ
ぐ
す
意
味
で
の
「
俳
譜
化
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
れ
は
す

で
に
昭
和
二
十
九
年
「
新
潮
」
連
載
分
の
「
東
西
文
学
論
」
以
来
お
な
じ
み
の
吉

田
健
一
的
文
章
が
備
え
て
い
た
性
格
以
外
の
何
物
で
も
な
い
し
、
ま
た
文
学
の
遺

産
を
惜
し
げ
も
な
く
蕩
尽
す
る
こ
と
に
お
い
て
吉
田
健
一
の
右
に
出
る
も
の
が
い

な
い
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（
了
）

〔
注
〕（

！
）
　
集
英
社
版
「
吉
田
健
一
著
作
集
」
（
以
下
「
著
作
集
」
と
表
記
）
第
二
十
二
巻

　
　
＝
二
五
ペ
ー
ジ

（
2
）
　
同
右

（
3
）
　
「
著
作
集
」
補
巻
（
一
）
一
二
一
ペ
ー
ジ

（
4
）
　
「
著
作
集
」
第
十
巻
一
八
九
～
一
九
〇
ペ
ー
ジ

（
5
）
　
「
折
口
信
夫
全
集
」
第
十
巻
斗
二
四
ペ
ー
ジ

（
6
）
　
同
右
五
二
四
ペ
ー
ジ

（
7
）
　
同
右
五
二
六
ペ
ー
ジ

（
8
）
　
同
右
五
一
五
ペ
ー
ジ

（
9
）
　
同
右
五
二
〇
ペ
ー
ジ

（
！
0
）
　
伊
知
地
鉄
男
「
連
歌
の
世
界
」
（
昭
和
四
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
「
日
本
歴

　
　
史
叢
書
」
1
5
）

（
1
1
）
　
「
折
口
信
夫
全
集
」
ノ
ー
ト
編
第
十
六
巻

（
1
2
）
　
小
西
甚
一
「
宗
祇
」
（
昭
和
四
十
六
年
、
筑
摩
書
房
刊
「
日
本
詩
人
選
」
十

　
　
六
）

（
1
3
）
　
「
日
本
の
文
学
」
二
十
二
ペ
ー
ジ
（
昭
和
三
十
八
年
、
筑
摩
書
房
刊
「
グ
リ

　
　
ー
ン
ベ
ル
ト
・
シ
リ
ー
ズ
」
1
1
）

（
1
4
）
　
同
等
二
十
四
ペ
ー
ジ

（
1
5
）
　
同
右
六
十
二
～
三
ペ
ー
ジ

（
1
6
）
　
「
石
川
淳
全
集
」
（
昭
和
四
十
三
～
四
年
、
筑
摩
書
房
刊
）
第
九
巻
二
〇
〇
ペ

　
　
ー
ジ

（
1
7
）
　
同
右
第
十
一
巻
二
十
五
ペ
ー
ジ

（
1
8
）
　
同
一
第
十
一
巻
一
三
八
ぺ
！
ジ

（
1
9
）
　
同
右
第
十
一
巻
四
四
三
～
四
ペ
ー
ジ

（
2
0
）
　
「
著
作
集
」
第
二
十
二
巻
一
九
二
ペ
ー
ジ

（
2
1
）
　
中
村
光
夫
「
吉
田
健
一
の
死
」
、
昭
和
五
十
二
年
「
新
潮
」
十
月
号
一
六
五
ぺ

　
　
ー
ジ

（
2
2
）
　
「
著
作
集
」
第
十
二
巻
一
七
七
ペ
ー
ジ

（
2
3
）
　
垂
水
書
房
版
「
吉
田
健
一
著
作
集
」
第
十
七
巻
二
一
九
ペ
ー
ジ

（
2
4
）
　
同
右
第
一
巻
二
四
〇
ペ
ー
ジ

（
2
5
）
　
「
森
鴎
外
集
」
（
昭
和
二
十
六
年
、
新
潮
社
刊
）
下
巻
四
五
〇
ペ
ー
ジ

（
2
6
）
　
「
著
作
集
」
第
十
九
巻
二
＝
二
ペ
ー
ジ

（
2
7
）
　
「
石
川
淳
全
集
」
第
九
巻
二
四
三
～
四
ペ
ー
ジ


