
前
後
半
を
連
係
さ
せ

る
の
で
あ
る
か
ら
、

り
は
捨
象
さ
れ
る
こ

も
の
の
、
音
韻
的
に

に
同
語
句
の
反
復
で

一

万
葉
集
の
序
歌
に

部
）
に
つ
な
ぐ
形
式

に
も
指
示
語
を
契
機

よ
っ
て
前
半
を
承
け

お
け
る
前
後
半
の
対

に
反
復
す
る
も
の
（

歌
謡

る
形
式
は
、
前
半
で
表
現
さ
れ
た
語
句

意
義
上
の
重
な
り
（
反
復
）
は
あ
る
が

と
に
な
る
。
内
容
的
に
は
同
語
反
復
と

は
反
復
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
自
体
提
示
さ
れ

は
じ
め
に

は
前
半
（
序
詞
部
）
を
指
示
語
で
承

の
一
群
が
あ
り
、
古
代
歌
謡
の
序
歌
的

に
前
後
半
の
転
換
を
表
現
す
る
事
例
が

る
序
歌
は
、
土
橋
寛
氏
が
指
摘
さ
れ
た

立
的
構
造
の
中
で
、
前
半
の
景
物
に
関

同
語
反
復
）
の
変
形
の
一
つ
で
あ
る
。

・
和
歌
に
お
け
る
反
復

｜
｜
序
歌
形
成
の
一
側
面
｜
｜

を
指
示
語
で
承
け

、
音
韻
上
の
重
な

見
ざ
る
を
え
な
い

。
ま
た
、
意
義
的

た
景
物
の
属
性
や

ま
ず
、
記

て
つ
な
ぎ
詞

み
つ

其
ね

大
和

け
て
後
半
（
本
旨

構
造
を
も
つ
も
の

あ
る
。
指
示
語
に

よ
う
に
、
歌
謡
に

す
る
語
を
尻
取
式

指
示
語
を
も
っ
て

転
換
部
全
体

に
展
開
す
る

媒
介
に
す
る

ろ
う
か
。
こ

て
考
察
し
よ

表
現
と
指
示
語状

態
を
述
べ

紀
歌
謡
の
中
か
ら
、
前
半
に
提
示
さ
れ

相
当
部
へ
と
展
開
す
る
序
詞
的
構
造
の

み
つ
し

久
米
の
子
ら
が

粟
生
に
は

が
本

其
根
芽
つ
な
ぎ
て

撃
ち
て
し

の

こ
の
高
市
に

小
高
る

市
の
高

の
機
能
に
及
ぶ
の
だ
が
、
音
韻
性
や
意

つ
な
ぎ
詞
の
反
復
性
と
い
う
機
能
に
着

形
式
は
序
歌
の
展
相
の
中
で
ど
の
よ
う

の
さ
さ
や
か
な
疑
問
に
発
し
て
、
序
歌

う
と
す
る
の
が
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二

歌
謡
の
序
歌
的
構
造
と
指
示

駒

木

る
役
割
を
も
つ
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

一
五

た
景
物
を
指
示
語
で
承
け

事
例
を
挙
げ
よ
う
。

臭
韮
一
本
」

止
ま
む
（
記
一
一
）

処 義
性
（
比
喩
性
）
を
媒
介

目
し
た
場
合
、
指
示
語
を

に
位
置
づ
け
う
る
の
で
あ

の
形
成
の
一
側
面
に
つ
い

語

敏

問
題
は
、
指
示
語
を
含
む



・

は
指
示
代

で
あ
る
が
、
ソ
・
シ

も
の
、
ま
た
は
文
脈

シ
も
人
・
事
柄
を
指

代
編
』）
と
さ
れ
る
。

と
し
て
両
語
を
同
範

に
あ
る

と

の
一

其
が
下
に

其
が
花
の

（
記
五
七
）

神
風
の

伊

其
が

尽
く

も

長
く
も

言
ひ
し
工
匠

歌
謡
・
和

新
嘗
屋
に

其
が
葉
の

高
光
る

日

事
の

語
り

つ
ぎ
ね
ふ
や

川
の
辺
に

名
詞
「
ソ
」、

・

は
同
じ
く
「
シ

は
い
ず
れ
も
中
称
の
指
示
語
で
、
ソ
が

中
す
で
に
話
題
に
の
ぼ
っ
た
事
柄
を
指

し
、「
文
脈
指
示
が
多
い
」（『
時
代
別

井
手
至
氏
も
、
人
・
事
柄
を
指
す
ソ

疇
に
括
っ
て
お
ら
れ
る
。
右
に
お
い
て

方
が
ソ
、
他
方
が
シ
を
用
い
て
い
る
こ

生
ひ
立
て
る

葉
広

斎
つ
真
椿
」

照
り
坐
し

其
が
葉
の

広
り
坐
す

勢
の

伊
勢
の
野
の

栄
枝
を

五
百

る
ま
で
に

大
君
に

堅
く

仕
へ
奉

が
と

は
や

あ
た
ら
工
匠
は
や
（
紀
七
八
）

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

生
ひ
立
て
る

葉
広

斎
つ
真
椿
」

広
り
坐
し

其
の
花
の

照
り
坐
す

の
皇
子
に

豊
御
酒

献
ら
せ

言
も

こ
を
ば
（
記
一
〇
一
）

山
代
川
を

川
上
り

我
が
上
れ
ば

生
ひ
立
て
る

烏
草
樹
を

烏
草
樹
の

」
で
承
け
る
も
の

「
聞
き
手
に
近
い

示
す
る
」
と
さ
れ
、

国
語
大
辞
典

上

系
の
指
示
代
名
詞

も
、
類
似
の
関
係

と
は
、
両
者
の
互

『
古
典
全
集
古

て
は
序
歌
的

同
様
の
構
造

ア

み
つ

口
ひ

イ

神
風

い
這

は

大
君
ろ
か
も

経
る
懸
き
て
」

ら
む
と

我
が
命

つ
な
ぎ
を
果

韮
一
本
」
を

で
あ
り
邪
魔

も
ま
る
ご
と

い
う
の
で
あ

か
し
「
其
根

し
止
ま
む
」

木

換
性
を
示
し

る
の
に
対
し

さ
て
、
つ

え
よ
う
。

ま
ず
、

合
、
詞
形
の

事
記
』）
と
い
う
比
喩
的
意
味
を
も
つ

と
認
め
な
い
立
場
も
あ
る
が
、
同
じ
久

を
持
つ
こ
と
も
、
以
上
の
判
断
を
支
え

み
つ
し

久
米
の
子
ら
が

垣
下
に

ひ
く

我
は
忘
れ
じ

撃
ち
て
し
止
ま

の

伊
勢
の
海
の

生
石
に

這
ひ
も

ひ
も
と
ほ
り

撃
ち
て
し
止
ま
む
（
記

た
す
と
見
ら
れ
よ
う
。
前
半
部
は
久
米

提
示
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
粟
畑
に

物
で
あ
る
。
そ
れ
を
指
示
語
「
ソ
」
で

一
株
の
韮
の
ま
ま
を
つ
な
い
で
（
引
き

り
、「
つ
な
ぎ
て
」
は
そ
の
限
り
で
は

芽
つ
な
ぎ
て
」
と
い
う
時
、「
つ
な
ぎ

を
予
測
さ
せ
て
、「
敵
兵
を
数
珠
つ
な

て
い
る
（
た
だ
、
記
紀
歌
謡
に
お
い
て

て
、
ソ
は
上
記
の
二
例
以
外
に
は
な
い

な
ぎ
詞
の
機
能
に
留
意
し
な
が
ら
、
こ

（
記
一
一
）
は
久
米
歌
歌
謡
群
の
一
つ

構
造
か
ら
し
て
「
其
ね
が
本

其
根
芽

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

米
歌
群
の
二
つ
の
歌
謡
が

る
は
ず
で
あ
る
。

植
ゑ
し
椒
」

む
（
記
一
二
）

と
ほ
ろ
ふ

細
螺
の
」

一
三
）

部
の
粟
畑
に
生
え
た
「
臭

生
え
る
韮
の
一
本
は
異
物

承
け
て
、「
そ
の
根
も
芽

抜
い
て
し
ま
お
う
）」
と

景
物
の
叙
事
で
あ
る
。
し

て
」
は
結
句
の
「
撃
ち
て

ぎ
に
し
て
」（『
全
注
釈
』。

一
六

は
シ
が
比
較
的
多
用
さ
れ

）。れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加

で
あ
る
。
こ
の
歌
謡
の
場

つ
な
ぎ
て
」
が
後
半
へ
の



歌
謡
・
和

と
書
き
改
め
て
示
す

的
内
容
へ
転
換
す
る

こ
れ
ら
に
共
通
す

し
て
い
な
い
と
い
う

か
ら
後
半
へ
の
転
換

そ
れ
で
な
け
れ
ば
な

『
書
紀
』
八
番
歌
の
詞

ウ

神
風
の

伊

大
石
に

や

（
第
一
段
）

細
螺
の

い

二
段
）

で
あ
る
と
同
時
に
敵

く
」
を
受
け
て
「
我

る
。
イ
（
記
一
三
）

喩
と
し
て
、
敵
軍
を

と
ほ
り
」
は
景
物
「

句
の
「
這
ひ
も
と
ほ

復
さ
れ
た
「
い
這
ひ

ア
（
記
一
二
）
は

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

よ
う
に
、
第
一
段
で
提
示
さ
れ
る
細
螺

の
が
第
二
段
の
あ
り
方
で
あ
る
。

る
こ
と
は
、
つ
な
ぎ
詞
が
景
物
表
現
と

性
格
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は
歌

部
、
す
な
わ
ち
つ
な
ぎ
詞
相
当
部
の
性

ら
な
い
。『
全
注
釈
』
が
、
こ
の
歌
謡

形
を
、

勢
の
海
の

い
這
ひ
廻
る

細
螺
の

ア
ゴ
ヨ

這
ひ
廻
り

撃
ち
て
し
止
ま
む

撃
ち

か
ら
受
け
た
痛
手
の
辛
さ
を
か
重
ね
る

は
忘
れ
じ
」
の
句
が
あ
り
、
最
終
句
の

は
、
岩
石
に
び
っ
し
り
へ
ば
り
つ
き
這

包
囲
し
て
撃
破
せ
ん
こ
と
を
い
う
。
六

細
螺
」
の
述
語
の
よ
う
に
見
え
る
が
そ

ろ
ふ
」
が
細
螺
の
様
を
い
う
の
に
対
し

も
と
ほ
り
」
は
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」

、
山
椒
の
辛
さ
を
「
口
ひ
ひ
く
」
で
述

を
反
復
し
て
人
事

甚
だ
し
く
は
乖
離

謡
に
お
け
る
前
半

格
そ
の
も
の
に
関

エ

御
諸

白
樫

オ

御
諸

大
猪

肝
向

の
重
出
形
で
あ
る

細
螺
の

ア
ゴ
ヨ

て
し
止
ま
む
（
第

の
意
味
を
も

提
示
さ
れ
た

述
し
（「
其
根

関
係
で
あ
る

の
転
換
が
な

同
じ
よ
う

ら
れ
る
。

。
そ
の
「
口
ひ
ひ

意
志
が
表
現
さ
れ

い
廻
る
細
螺
を
比

句
の
「
い
這
ひ
も

う
で
は
な
い
。
四

て
、
も
う
一
度
反

の
意
志
に
関
わ
る

「
其
ね
が
本
」

う
な
転
換
部

制
さ
れ
る
詞

て
」
の
句
の

詳
述
に
す
ぎ

撃
破
す
る
こ

的
に
「
敵
を

べ
、
山
椒
の
辛
さ

わ
る
問
題
で

の

厳
白
樫
が
本
」

が
本

ゆ
ゆ
し
き
か
も

白
樫
原
娘
子

の

そ
の
高
城
な
る

大
葦
古
が
原
」

子
が

腹
に
あ
る

か
ふ

心
を
だ
に
か

相
思
は
ず
あ
ら

つ
つ
な
ぎ
詞
の
中
核
に
あ
る
と
い
え
る

景
物
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
（「
其
ね

芽
つ
な
ぎ
て
」）、
同
時
に
喩
え
ら
れ

。
見
方
を
か
え
れ
ば
、
こ
の
一
連
に
よ

さ
れ
る
の
で
も
あ
る
。

な
つ
な
ぎ
詞
相
当
部
の
歌
謡
的
あ
り
方

は
ま
だ
そ
の
ま
ま
同
語
・
同
義
の
反

の
様
相
は
、
ウ
（
紀
八
）
が
明
瞭
に
示

形
の
あ
り
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ

意
味
す
る
と
こ
ろ
も
「
其
ね
が
本
」、

な
い
。
そ
れ
が
「
撃
ち
て
し
止
ま
む
」

と
の
意
味
に
転
換
す
る
。
い
わ
ば
「
其

皆
つ
な
い
で
」
の
意
味
を
開
示
す
る
の

も
あ
る
。

に
即
し
て
み
る
と
、「
臭

一
七

（
記
九
二
）

む
（
記
六
〇
）

。
後
半
部
は
、
前
半
部
で

が
本
」）、
そ
の
属
性
を
詳

る
人
事
的
事
柄
を
表
わ
す

っ
て
人
事
部
（
本
旨
）
へ

は
、
次
の
場
合
に
も
認
め

復
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ

す
よ
う
に
、
唱
謡
法
に
規

に
続
く
「
其
根
芽
つ
な
ぎ

つ
ま
り
景
物
「
臭
韮
」
の

の
結
句
を
迎
え
て
、
敵
を

根
芽
つ
な
ぎ
て
」
が
比
喩

で
あ
り
、
こ
の
句
が
二
重

韮
一
本
」
を
ソ
で
承
け
る



長
歌
の
叙
事
法
に
規

の
提
示
部
が
「
其
が

は
留
意
す
べ
き
で
、

的
な
反
復
を
意
識
し

は
、
そ
の
逆
の
語
順

は
「
真
椿
」
に
他
な

坐
す
」
と
言
い
換
え

腹
に
あ
る

肝
向
か

る
。

（
記
一
〇
一
）

提
示
さ
れ
た
「
葉
広

対
句
で
受
け
、
そ
れ

る

日
の
皇
子
」
を

「
其
が
葉
の

広
り
坐

歌
謡
・
和

歌
が
音
韻
の
反
復
を

を
言
い
換
え
て
反
復

（
景
物
の
説
明
）
と

ぎ
詞
を
取
り
出
せ
ば

そ
れ
に
該
当
す
る
で

な
ぎ
詞
の
機
能
だ
と

制
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
。
た
だ
、「
葉

葉
の
広
り
」「
其
が
花
の
照
り
」
の
語

「
葉
広

斎
つ
真
椿
」
と
「
其
が
葉
の

た
繰
り
返
し
で
あ
る
。
唱
謡
さ
れ
る
歌

で
は
あ
り
え
な
い
。
代
名
詞
「
シ
」
の

ら
ず
、「
其
が
葉
の

広
り
坐
し
」・

ら
れ
る
時
、
繁
栄
す
る
「
真
椿
」
は

ふ
」
の
ま
と
ま
り
が
そ
の
役
割
を
担
っ

は
天
語
歌
の
第
二
首
め
で
あ
る
。
こ
の

斎
つ
真
椿
」
を
「
其
が
葉
の

」

に
続
く
「
広
り
坐
し
」「
照
り
坐
す
」

讃
え
る
表
現
に

い
で
ゆ
く
。
つ
な

し
」・「
其
が
花
の

照
り
坐
す
」
で

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

契
機
に
し
て
後
半
部
へ
転
換
す
る
際
に

す
る
形
で
あ
る
。〈
提
示
部
＋
景
物

い
う
形
式
で
あ
り
、
安
定
し
た
序
歌
構

、「
ゆ
ゆ
し
き
か
も
」「
腹
に
あ
る

あ
ろ
う
が
、
景
物
の
属
性
を
比
喩
的
に

す
れ
ば
、「
白
樫
が
本

ゆ
ゆ
し
き
か

広

斎
つ
真
椿
」

順
で
あ
る
こ
と
に

広
り
」
は
音
韻

謡
の
表
現
と
し
て

指
示
す
る
と
こ
ろ

「
其
が
花
の

照
り

「
大
君
」
の
存
在
そ

注
意
さ
れ
る

花
」「
其
が
葉

摘
し
た
こ
と

い
表
現
で
あ

の
と
推
測
さ

最
後
の

構
造
を
も
っ

て
い
る
と
も
い
え

場
合
は
、
前
半
で

「
其
が
花
の

」
の

の
二
句
で
「
高
光

ぎ
詞
は
並
立
す
る

あ
る
が
、
こ
れ
は

代
に
上
り
幸

語
の
状
況
に

長
い
叙
事
を

花
の
、
照
れ

て
君
か
と
ぞ

が
前
掲
の
天

っ
た
（『
全
注

、
提
示
部
の
景
物

語
の
反
復
＋
述
語

造
に
倣
っ
て
つ
な

肝
（
向
か
ふ
）」
が

転
義
す
る
の
が
つ

も
」「
大
猪
子
が

の
も
の
で
あ

同
定
す
る
こ

次
の

（

て
い
て
、

提
示
部
（
前

の
御
船
を
引

の
は
、「
葉
広

斎
つ
真
椿
」
を
承
け

」
の
語
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
は
唱
謡
な
い
し

っ
て
、
本
歌
謡
が
物
語
に
合
わ
せ
て
既

れ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
箇
所
で
あ
ろ

（
書
紀
七
八
）
も
、
前
半
を
指
示
代
名

て
い
る
。
構
成
的
に
は
「
五
百
経
る
懸

で
ま
し
き
。
こ
の
時
に
歌
ひ
た
ま
ひ
し

即
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
通
常
、
景
物

も
つ
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
語

る
を
見
て
も
、
其
ノ
葉
の
広
れ
る
を
見

見
ゆ
る
」（『
言
別
』）
の
意
味
で
あ
ろ

語
歌
に
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は

釈
』『
評
釈
』）
と
さ
れ
る
通
り
で
あ

る
。
最
終
的
に
は
、
椿
（
景
物
）
と

と
に
よ
っ
て
、
酒
を
献
る
対
象
を
讃
え

記
五
七
）
は
、
素
材
、
形
式
と
も
に

に
比
べ
て
、
道
行
き
（
川
の
遡
行
）
に

半
）
の
長
い
叙
事
に
特
徴
を
も
つ
。
そ

き
避
り
て
堀
江
（
難
波
の
堀
江
）
に

る
対
句
の
叙
事
が
「
其
が

る
。

の
当
該
表
現
で
指

音
声
的
要
因
を
顧
慮
し
な

存
の
歌
謡
を
改
変
し
た
も

う
。

詞
で
受
け
る
似
た
よ
う
な

き
て
」
ま
で
が
提
示
部
で

く
」（
記
）
と
い
う
、
物

の
提
示
部
が
こ
の
よ
う
に

歌
謡
と
し
て
は
、「
其
ノ

て
も
、
御
面
影
の
立
そ
ひ

う
が
、
中
核
を
な
す
部
分

宮
廷
の
儀
式
的
歌
謡
で
あ

ろ
う
。
転
換
部
に
関
し
て

一
八

「
日
の
皇
子
」（
人
物
）
を

る
。

と
同
様
の
あ
り
方
を
な
し

つ
れ
て
の
場
所
・
景
物
の

れ
は
磐
之
姫
皇
后
が
「
そ

泝
り
、
河
の
ま
に
ま
に
山



歌
謡
・
和

る
草
を
懸
け
る
古
代

ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ

は
、「
大
宮
の
千
木
に

宮
年
中
行
事
』
所
載

い
。
ま
た
、
本
歌
謡

田
が
伊
勢
に
関
係
す

「
楼
閣
を
起
る
」（『
書

物
語
歌
謡
と
し
て
は

を
叙
述
し
、
そ
の
運

の
と
は
断
じ
ら
れ
な

し
か
し
な
が
ら
、

は
、
指
摘
さ
れ
る
よ

に
仕
へ
奉
」
る
こ
と

じ
た
「
木
工
、
闘
鶏

ぶ
。「
伊
勢
の
野
の

語
中
の
「
伊
勢
の
采

「
御
田
が
伊
勢
の
猪
名

ら
れ
た
こ
と
に
よ
る

し
て
も
物
語
の
文
脈

あ
り
、
説
明
部
は
「

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

の
習
俗
に
基
づ
く
も
の
（『
全
注
釈
』）

に
寄
せ
て
大
君
へ
の
奉
仕
に
展
開
す
る

生
ひ
た
る
山
榊
万
を
千
代
に
仕
へ
奉

の
大
和
舞
歌
）
の
よ
う
な
寄
物
陳
思
的

が
明
確
な
序
歌
的
構
造
と
見
え
な
い
原

る
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
半
の
五
句

紀
』）
作
業
の
一
環
と
促
え
る
こ
と
も

前
後
半
が
一
貫
し
て
闘
鶏
の
御
田
の
仕

命
を
哀
惜
し
た
歌
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

い
側
面
を
も
つ
。

「
栄
枝
を

五
百
経
る
懸
き
て
」
の
景

う
に
、
建
物
の
新
築
に
際
し
て
、
家
屋

、
そ
の
た
め
に
「
我
が
命
」
の
「
長
く

の
御
田
（
一
本
に
「
猪
名
部
の
御
田
」

栄
枝
」
を
景
物
に
取
り
あ
げ
る
こ
と

女
」
と
の
つ
な
が
り
と
見
る
説
（『
日

部
に
属
す
る
木
工
で
あ
っ
た
か
、
あ

も
の
」（『
全
注
釈
』）
と
見
る
説
が
あ

に
沿
っ
て
構
想
さ
れ
た
提
示
部
で
あ
ろ

五
百
経
る
懸
」
け
ら
れ
た
「
栄
枝
」

で
あ
っ
た
と
考
え

前
後
半
の
関
係
に

ら
む
」（『
皇
太
神

構
造
を
認
め
て
よ

因
の
一
つ
は
景
物

に
あ
る
。
構

形
で
つ
な
ぎ

指
示
語
で

返
し
て
そ
の

も
っ
て
い
た

の
叙
事
は
御
田
の

可
能
で
あ
っ
て
、

事
の
さ
ま
と
身
上

序
歌
的
構
造
の
も

物
表
現
に
つ
い
て

に
樹
木
の
枝
や
つ

段
に
つ
な
が

対
立
的
構
成

と
説
明
す
る

の
形
を
な
し

あ
る
。「
其
が

さ
れ
る
の
は

て
」
ま
で
の

」
あ
る
こ
と
を
念

）」
の
こ
と
へ
と
及

に
つ
い
て
は
、
物

本
書
紀
通
釈
』）、

る
い
は
そ
う
考
え

る
が
、
い
ず
れ
に

う
。
こ
と
に
、
御

「
其
が

を
代
名
詞
「

開
す
る
序
歌

に
つ
い
て
、

７
（
５
）・
５

８
）（
第
二
段

で
に
』
の
句

を
承
け
て
、「
大
君

部
が
述
語
表

成
的
に
い
え
ば
、「
シ
（
反
復
さ
れ
た

詞
相
当
の
位
置
と
機
能
を
有
し
て
い
る

景
物
部
を
承
け
る
形
式
の
場
合
、
景
物

属
性
な
ど
を
限
定
し
、
人
事
部
（
本
旨

。
そ
の
際
、
指
示
語
を
含
む
語
句
に
よ

る
流
動
的
な
働
き
を
し
て
い
る
の
で
、

は
崩
壊
し
、
連
続
的
、
統
一
的
な
不
整

。「
其
が
尽
く
る
ま
で
に
」
の
句
が
語

て
い
な
い
か
ら
序
歌
と
し
て
の
体
裁
を

尽
く
る
ま
で
に
」
の
句
が
「
流
動
的

そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
句
は
「

第
一
段
（
の
「
栄
枝
」）
を
承
け
て
第

尽
く
る
ま
で
に
」
と
対
応
さ
せ
る
と

シ
」
が
承
け
て
、「
其
が
尽
く
る
ま
で

的
構
造
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
認

『
全
注
釈
』
は
構
成
・
詞
形
の
面
か
ら

７
７
（
第
一
段
）、
５
３
７
（
５
）・

）
と
見
ら
れ
る
が
、
意
味
の
上
か
ら

は
、
第
一
段
の
終
末
句
と
し
て
の
終
止

現
を
持
つ
点
に
も
あ
ろ
う
が
、「
栄
枝

一
九

景
物
）
＋
述
語
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

語
を
同
語
反
復
的
に
繰
り

）
に

ぐ
と
い
う
性
格
を

る
同
音
反
復
が
意
図
さ
れ

第
一
段
、
第
二
段
と
い
う

形
詞
形
に
な
っ
て
い
る
」

法
的
に
終
末
句
（
休
止
句
）

持
た
な
い
、
と
の
判
断
で

な
働
き
を
し
て
い
る
」
と

栄
枝
を

五
百
経
る
懸
き

二
段
へ
と
転
換
す
る
位
置

明
快
な
よ
う
に
、「
栄
枝
」

に
」
を
境
に
人
事
部
へ
展

め
ら
れ
て
よ
い
。
こ
の
歌

、「
詞
形
の
上
か
ら
は
５
３

５
７
（
６
６
）・
７
７
（
８

見
る
と
、『
其
が
尽
く
る
ま

的
な
働
き
よ
り
も
、
第
二

を

五
百
経
る
懸
き
て
」



み
吉
野
の

雨
は
降
り
け
る

ご
と
く

隈
も

天
武
天
皇
。
１

な
ど
、
初
期
の
万
葉

に
見
い
だ
す
こ
と
は

確
化
と
あ
い
俟
っ
て

が
そ
の
ま
ま
つ
な
ぎ

は
新
し
い
と
推
測
さ

三

前
節
で
は
、
幾
つ

復
部
の
位
置
を
占
め

て
見
て
き
た
。
こ
の

歌
謡
・
和

て
も
い
た
。
そ
の
点

上
の
反
復
の
み
を
残

構
造
で
あ
る
点
が
異

に
お
け
る

の
属
性
を
述
べ
る
語

あ
る
。

の
場
合
は

耳
我
の
嶺
に

時
な
く
そ

雪
は
降
り

」
そ
の
雪
の

時
じ
き
が
ご
と

そ
の

落
ち
ず

念
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山

・
二
六
の
或
本
歌
、

・
三
二
九
三
も

長
歌
に
継
承
さ
れ
る
一
面
は
あ
る
も
の

で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
序
歌
表
現
に

、
そ
れ
に
替
わ
る
か
の
よ
う
に
表
れ
る

詞
を
構
成
し
て
お
ら
ず
、
前
の
三
例
に

れ
る
。

序
歌
に
お
け
る
つ
な
ぎ
詞
と
指
示

か
の
序
歌
的
構
造
を
も
つ
歌
謡
に
お
い

て
つ
な
ぎ
詞
相
当
部
の
役
割
を
担
っ
て

よ
う
な
形
式
は
、

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

か
ら
い
え
ば

（
紀
七
八
）
は
、
シ
の

し
、
音
韻
の
反
復
性
を
捨
て
て
、
後
半

な
っ
て
い
る
。

指
示
語
は
提
示
部
の
景
物
の
反
復
を
担

句
と
結
ん
で
、
さ
ら
に
つ
な
ぎ
詞
を
呼

、
反
復
さ
れ
る
景
物
の
指
示
語
と
属
性

け
る

間
な
く
そ

雨
の

間
な
き
が

道
を
（
１
・
二
五
、

同
形
）

の
、
他
の
万
葉
歌

対
す
る
意
識
の
明

の
が
、
指
示
語
で

首
」、
大

庭
に

に
（こ

の

に
こ
そ

巨
曽
倍

武
蔵

比
し
て
位
相
的
に

語て
、
指
示
語
が
反

い
る
こ
と
に
関
し

（

・
一

上
野

（

・
三

梓
弓

（

・
三

山
吹

（

・
四

指
示
に
よ
る
意
義

へ

が
っ
て
い
く

い
、
同
時
に
景
物

び
起
こ
す
位
置
に

叙
述
の
結
合
部
分

つ
な
ぎ
詞
を

秋
の

な
さ
む

海
の

（
７
・
一

真
葛

伴
家
持
）

降
る
雪
は
千
重
敷
く
」
し
か
の
み
に
思

・
三
九
六
〇
、「
相
歓
歌
二
首
（
の
内

岡
に
雄
鹿
踏
み
起
こ
し
う
か
ね
ら
ひ
」

（
８
・
一
五
七
六
、「
右
大
臣
橘
家
の

津
嶋
）

野
の
草
は
も
ろ
む
き
」
か
も
か
く
も
君

九
八
五
、
寄
草
）

伊
香
保
の
沼
に
植
ゑ
小
水
葱
」
か
く

四
一
五
）

末
に
玉
巻
き
」
か
く
す
す
そ
寝
な
な

四
八
七
）

の
花
の
盛
り
に
」
か
く
の
ご
と
君
を

三
〇
四
、「
左
大
臣
橘
卿
、
山
田
の

構
成
す
る
次
の
よ
う
な
歌
群
で
は
な
い

田
の
穂
田
の
刈
り
ば
か
」
か
寄
り
あ
は

（
４
・
五
一
二
、
草
嬢
）

底
沖
つ
白
玉
よ
し
を
な
み
」
常
か
く

三
二
三
、
寄
玉
）

這
ふ
夏
野
の
繁
く
」
か
く
恋
ひ
ば
ま
こ

ひ
て
君
を
我
が
待
た
な
く

）」、
大
伴
家
持
）

か
も
か
も
す
ら
く
君
ゆ
ゑ

宴
の
歌
七
首
（
の
内
）」、

が
ま
に
ま
に
我
は
寄
り
に

恋
ひ
む
と
や
種
求
め
け
む

な
り
に
し
奥
を
か
ぬ
か
ぬ

見
ま
く
は
千
年
に
も
が
も

御
母
の
宅
に
宴
す
る
歌
一

二
〇

か
と
思
わ
れ
る
。

ば
そ
こ
も
か
人
の
我
を
言

の
み
や
恋
ひ
渡
り
な
む

と
我
が
命
常
な
ら
め
や
も



歌
謡
・
和

と
留
保
し
な
が
ら
、

れ
た
恋
愛
歌
も
あ
り

て
踏
ま
え
た
序
歌
と

く
こ
と
に
、
男
女
が

に
つ
い
て
は
も

そ
れ
ら
に
つ
い
て
若

は
、『
代
匠
記

釈
』
が
第
三
句
「
か

に
従
う
注
釈
書
が
多

ん
だ
歌
と
さ
れ
て
い

人
が
近
づ
い
た
ら
」

め
て
い
な
い
。『
釈
注

奈
良
山
の
児

三
八
三
六
、「
侫

沖
つ
波
辺
波

も
（

・
二
七

＊

網
児
の
山
五

る
（
４
・
六
六

右
に
は
序
歌
の
認

し
を
（

・
三

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

「
指
示
副
詞
」
と
す
る
解
を
示
す
。
労

え
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
稲
刈
り
の

考
え
た
い
。「
か
寄
り
あ
ふ
」
は
「
刈

馴
れ
親
し
む
意
を
喩
え
て
い
る
こ
と
に

と
も
と
序
歌
と
見
る
注
釈
書
は
少
な

干
触
れ
て
お
こ
う
。

（
初
）』
以
来
、
諸
注
は
多
く
序
歌
と

寄
り
あ
は
ば
」
の
「
カ
」
を
接
頭
語
と

く
、
従
っ
て
、
稲
刈
り
の
労
働
の
場
を

る
。『
和
歌
大
系
』（
稲
岡
耕
二
）
で
は

と
、
カ
を
指
示
副
詞
と
し
つ
つ
も
、
全

』
は
「
強
意
の
接
頭
語
と
見
ら
れ
な

手
柏
の
両
面
に
」
か
に
も
か
く
に
も

人
を
謗
る
歌
」、
消
奈
行
文
）

の
来
寄
る
左
太
の
浦
の
」
こ
の
さ
だ
過

三
二
、

・
三
一
六
〇
同
歌
）

百
重
隠
せ
る
佐
堤
の
崎
」
さ
て
延
へ
し

二
、
市
原
王
）

定
や
解
釈
上
の
問
題
に
関
し
て
微
妙
な

三
七
七
）

働
の
場
か
ら
生
ま

作
業
を
景
物
と
し

り
は
か
」
が
近
づ

な
る
。

く
、『
私
注
』
の
指

方
便
も
な
い

海
の
底
の
真

成
』）、「

真

こ
う
し
て
」

し
て
」（『
新

し
て
き
た
が
、『
注

見
て
以
後
、
こ
れ

そ
の
ま
ま
詠
み
こ

「
こ
の
よ
う
に
二

体
を
序
歌
と
は
認

い
こ
と
も
な
い
」

カ

近
江

そ
増
さ

な
ど
、
本
歌

下
に
つ
な
ぎ

あ
ろ
う
。

問
題
は
、

ま
譬
喩
歌
と

侫
人
が
伴
（

・

ぎ
て
後
恋
ひ
む
か

児
が
夢
に
し
見
ゆ

歌
も
含
む
の
で
、

は
巻
七
「
譬

（
寓
喩
歌
）
と

渡
り
な
む
」

な
い
こ
と
を

こ
と
を
い
う

し
て
は
、『
私

を
つ
な
ぎ
詞

摘
を
受
け
て

ま
ま
に
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
や
う
に
ば

珠
は
、
探
る
て
だ
て
も
な
い
ま
ま
に
、

珠
は
、
そ
れ
を
手
に
取
る
て
だ
て
が

（
渡
瀬
昌
忠
『
全
注
七
』）、「
奥
の
真
珠

編
全
集
』）
の
よ
う
に
、
第
三
句
「
よ

の
海

沈
く
白
玉
」
知
ら
ず
し
て

れ
（

・
二
四
四
五
）

と
類
型
を
な
す
序
詞
が
二
句
ま
で
で
景

詞
を
配
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
判
断
の

三
、
四
句
の
意
味
的
関
係
に
あ
る
。
こ

解
す
る
諸
注
も
、
そ
の
口
語
訳
で
示
せ

喩
歌
」
の
「
寄
玉
」
に
配
さ
れ
て
い

し
て
の
解
を
試
み
る
べ
き
だ
が
、
そ

が
譬
喩
歌
と
し
て
の
理
解
を
阻
む
。
深

比
喩
と
し
て
、
手
立
て
も
な
い
ま
ま
に

序
歌
と
見
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
あ
る

注
』、
上
田
氏
と
も
に
第
二
句
ま
で
を

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

上
田
設
夫
氏
が
こ
れ
を
譬
喩
式
の
序
詞

二
一 か

り
」（『
注
釈
』）、「
深

い
つ
も
こ
う
し
て
」（『
集

な
い
の
で
、
い
つ
も
た
だ

に
近
づ
け
ず
ず
っ
と
こ
う

し
を
な
み
」
を
「
沖
つ
白

恋
ひ
せ
し
よ
り
は

今
こ

物
を
提
示
し
、
三
句
め
以

基
準
に
な
っ
て
い
る
の
で

れ
に
関
し
て
は
、
そ
の
ま

ば
、「
真
珠
を
手
に
と
る

る
か
ら
、
ま
ず
は
譬
喩
歌

の
場
合
に
結
句
の
「
恋
ひ

海
の
真
珠
を
採
る
方
法
の

思
う
人
に
恋
い
焦
が
れ
る

ま
い
か
。
序
歌
の
構
造
と

序
詞
、「
よ
し
を
な
み
」

と
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
歌



つ
な
ぎ
詞
の
把
握
が

を
「
第
五
句
に
続
け

理
解
す
る
立
場
で
あ

抄
』
に
「
其
人
を
思

め
け
ん
と
云
意
を
、

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

と
縁
を
な
し
つ
つ
共

が
景
物
の
述
語
ま
で

形
と
み
て
よ
い
。
語

分
離
し
に
く
い
形
で

と
し
て
の
後
者
は
本

は
、
伊
香
保
の

け
て
、
恋
の
あ
り
よ

四
』
に
上
三
句
を
「

歌
謡
・
和

玉
」
に
連
結
さ
せ
る

こ
れ
ら
の
パ
ラ
フ

状
況
は
「
海
の
底

し
て
「
よ
し
を
な
み

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

手
立
て
を
持
た
な
い

不
明
で
あ
る
。
非
序
歌
と
す
る
『
新
編

た
」
と
い
う
の
も
、
全
体
を
譬
喩
歌
に

る
。
問
題
は
結
句
「
種
求
め
け
む
」

ひ
初
め
し
は
か
く
恋
ひ
ん
と
や
、
我
か

こ
な
ぎ
の
種
を
求
め
た
る
事
に
よ
そ
へ

『
釈
注
』
も
こ
れ
を
承
け
、「
種
求
む
」

寝
す
る
こ
と
の
譬
喩
に
な
っ
て
い
る
」

を
含
む
例
は
ま
ま
見
ら
れ
る
形
態
で
あ

法
上
か
ら
は
「
よ
し
を
な
み
」
と
「
常

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
景
物

旨
部
の
表
現
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置

沼
に
大
事
に
育
て
て
い
る
「
植
ゑ
小
水

う
を
述
べ
る
本
旨
へ
と
展
開
す
る
。
水

『
種
求
む
』
を
起
こ
す
譬
喩
式
序
詞
」

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

解
を
示
し
て
い
る
。

レ
ー
ズ
に
も
示
唆
的
な
よ
う
に
、「
か

沖
つ
白
玉
」
の
二
句
の
内
容
で
は
あ
り

」
で
い
る
状
況
、
す
な
わ
ち
三
句
め
ま

ま
り
、
提
示
さ
れ
た
景
物
の
状
況
（
人

こ
と
）
を
、「
か
く
」
が
指
示
す
る
の

全
集
』
が
初
二
句

近
い
表
現
と
し
て

で
あ
る
が
、『
童
蒙

ら
思
ひ
の
種
を
求

た
り
」
と
の
理
解

は
「
植
ゑ
小
水
葱

と
解
し
て
い
る
。

わ
れ
る
が
、

こ
と
な
ど
が

半
の
本
旨
と

の
で
あ
ろ
う

に
関
し

掌
状
を
な
す

が
直
結
し
や

り
、
こ
こ
も
そ
の

か
く
の
み
や
」
は

部
の
、
つ
な
ぎ
詞

す
る
の
で
あ
る
。

葱
」
を
カ
ク
で
承

島
義
治
『
全
注
十

と
す
る
理
解
は
、

の
花
と
相
手

る
」
と
あ
り

「

」
な
ど

で
あ
る
が
、

も
す
ら
く
」

か
ら
、「
う
か

な
ぎ
詞
で
あ

く
」
の
指
示
す
る

え
ず
、
白
玉
に
対

で
の
内
容
で
な
け

が
そ
れ
に
近
づ
く

で
あ
る
。
序
詞
部

恋
の
原
因
を

歌
的
に
見
え

は
一
見

キ

茅
花

（
８
・

と
並
べ
て
み『

全
註
釈
』
が
推
定
す
る
よ
う
に
「
主

あ
つ
て
、
序
に
利
用
し
た
の
か
も
知
れ

と
も
に
、
特
に
序
詞
部
を
臨
場
的
に
表

。て
は
、
第
三
句
「
両
面
に
」
を
つ
な
ぎ

「
児
手
柏
」（
側
柏
）
の
葉
の
形
状
か

す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
解
す
る

と
を
重
ね
て
称
え
た
序
歌
で
あ
る
。
左

、
序
詞
は
即
境
的
、

目
的
景
物
に
よ

も
、
三
句
「
う
か
ね
ら
ひ
」
が
つ
な

さ
す
が
に
諸
注
三
句
ま
で
を
序
と
し
て

は
宴
席
の
主
人
、
諸
兄
へ
の
畏
敬
の
気

ね
ら
ひ
」（
狩
猟
の
際
に
獲
物
を
「
窺

っ
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
第
三
句
ま
で
の

い
う
「
種
求
む
」
が
比
喩
的
に
な
っ
て

る
の
で
あ
る
。

序
歌
に
見
え
に
く
い
が
、

抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
ほ
す
み
れ
」
今
盛

一
四
四
九
、
田
村
大
嬢
）

る
と
、
カ
ク
の
指
示
す
る
内
容
は
明
確

人
の
た
め
に
鹿
を
猟
す
る

な
い
」
と
考
え
れ
ば
、
後

現
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た

詞
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

ら
し
て
「
両
面
」
の
比
喩

と
、「
両
面
に
」
と
「
か

注
に
「
時
の
花
を

て
作

っ
て
い
る
。

ぎ
詞
と
見
ら
れ
が
ち
な
形

い
る
。
下
二
句
「
か
も
か

持
ち
を
述
べ
る
の
で
あ
る

い
ね
ら
う
」
動
作
）
が
つ

景
物
表
現
は
奇
抜
に
も
思

二
二

い
る
た
め
、
全
体
が
譬
喩

り
な
り
我
が
恋
ふ
ら
く
は

で
あ
っ
て
、
山
吹
の
盛
り



歌
謡
・
和

以
上
、
こ
れ
ら
の

置
に
立
つ
こ
と
が
わ

（

）、「
カ
ク
」（

ク

」（

・

）、

い
て
、
ほ
と
ん
ど
が

は
な
い
」
と
し
、『
新

示
し
な
が
ら
、「
た
だ

サ
テ
の
確
例
が
な
い

「
小
網
延
へ
」
と
す
る

音
の
仮
名
で
あ
る
こ

ハ
フ
と
は
い
わ
な
い

が
た
い
が
、
参
考
と

に
」
は
「
児
手
柏
」

が
つ
な
ぎ
詞
と
し
て

モ
」「
カ
ニ
モ
カ
ク
ニ

な
構
造
と
す
る
理
由

は
、「
さ
て
」
を

俊
『
全
注
四
』
に
「

も
、「
奈
良
時
代
語
に

に
も
か
く
に
も
」
と

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

序
歌
で
は
、
総
じ
て
指
示
語
を
含
む
句

か
る
。
つ
な
ぎ
詞
の
位
置
に
表
れ
る

）、「
シ
カ
」（

）、「
カ

カ

「
コ
ノ
」（

）、「
サ
テ
」（

）
で
あ

状
態
を
指
示
す
る
指
示
副
詞
で
あ
る
。

編
全
集
』
も
同
様
に
、
サ
テ
を
指
示

し
シ
カ
・
カ
ク
・
カ
ク
テ
は
あ
る
が

た
め
、
疑
問
が
な
く
も
な
い
」
と
し
て

説
に
つ
い
て
も
、
サ
テ
（
佐
堤
）
の

と
（『
全
注
四
』）、
小
網
は
サ
ス
（
刺

こ
と
（『
総
釈
』）
な
ど
の
疑
問
も
あ
る

し
て
掲
げ
た
。

の
属
性
の
叙
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
か

承
け
る
形
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る

モ
」）
の
役
割
か
ら
し
て
も
、

、

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

指
示
語
と
見
る
こ
と
に
問
題
を
残
し

サ
テ
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

サ
テ
の
確
実
な
例
が
な
い
た
め
、
疑

の
同
義
性
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い

が
つ
な
ぎ
詞
の
位

指
示
語
は
、「
カ
」

」（

）、「
カ

カ

り
、「
コ
ノ
」
を
除

カ
系
の
指
示
語
を

（
見
守
る
）
意

右
の
諸
例

そ
れ
を
指
示

つ
な
ぎ
詞
の

さ
れ
る
景
物

副
詞
と
す
る
解
を

、
上
代
語
に
サ
・

い
る
。
た
だ
し
、

表
記
「
堤
」
は
清

す
）
も
の
で
あ
り

。
確
例
と
は
い
い

し
て
、
い
ず

な
わ
ち
、

弓
末
に
／
玉

を
大
事
に
す

「
雄
鹿
踏

手
柏
の
／
両

葱
」
の
場
合

に
も
か
く
に
も
」

。
副
詞
（「
カ
モ
カ

の
よ
う
な
歌
と
別

て
い
る
。
木
下
正

の
意
」
と
し
つ
つ

問
が
な
い
わ
け
で

一
群
が
確
か

指
示
語
に

も
異
な
っ
て

素
は
消
失
し

的
契
機
の
み

相
が
見
え
る

そ
し
て
ま

。
や
は
り
「
両
面

含
む
句
が
序

の
述
語
的
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

は
、
前
半
に
提
示
さ
れ
た
景
物
の
属
性

語
が
承
け
る
。
状
態
を
指
示
す
る
副
詞

位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

と
本
旨
と
の
関
係
は
、
つ
ま
り
は
明
示

れ
も
序
詞
部
が
景
物
に
関
す
る
述
語
的

「
沖
つ
白
玉
／
よ
し
を
な
み
」、

「

巻
き
」（
梓
弓
の
末
弭
に
玉
を
巻
き
つ

る
）、

「
山
吹
の
／
花
の
盛
り
に
」、

み
起
こ
し
／
う
か
ね
ら
ひ
」、

「
草

面
に
」
の
よ
う
に
で
あ
る
。

「
伊

は
そ
の
よ
う
な
形
を
と
ら
な
い
が
、「

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
る
同
語
反
復
型
の
序
歌
的
歌
謡
と
比

い
る
の
だ
が
、
同
語
（
句
）
反
復
で
あ

て
い
る
（

、

は
音
韻
的
反
復
）。

を
手
掛
か
り
に
し
て
案
出
さ
れ
る
、
従

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
つ
な
ぎ
詞
部
の

詞
部
を
承
け
て
つ
な
ぎ
詞
と
な
り
本
旨

二
三

や
状
態
を
明
ら
か
に
し
て
、

を
含
む
句
が
中
核
に
な
り

語
が
媒
介
項
と
な
り
類
比

的
で
あ
り
、
直
喩
的
な
表

表
現
を
備
え
て
い
る
。
す

夏
野
の
／
繁
く
」、

「
梓

け
る

妹
（
と
の
関
係
）

「
雪
は
／
千
重
敷
く
」、

は
／
も
ろ
む
き
」、

「
児

香
保
の
沼
に
植
ゑ
／
子
水

植
ゑ
」
が
大
事
に
育
て
る

べ
れ
ば
、
指
示
語
の
性
格

り
な
が
ら
同
音
反
復
の
要

総
じ
て
こ
こ
に
は
、
意
義

っ
て
和
歌
的
な
序
歌
の
位

指
示
副
詞
の
性
格
と
呼
応

に
展
開
す
る
序
歌
形
式
の



三
輪
山
の
山

き
（
２
・
一
五

「
十
市
皇
女
の
薨
ぜ
し

一
首
で
あ
る
。
万
葉

を
内
包
し
て
い
る
た

し
な
い
。

ま
ず
素
材
と
し
て

ら
脱
し
た
段
階
に
想

四

実
は
、
指
示
副
詞

が
含
ま
れ
る
。
こ
れ

く
も
っ
と
も
早
い
も

以
下
に
考
察
を
加
え

歌
謡
・
和

現
に
な
っ
て
い
る
と

こ
れ
ら
に
お
け
る

の
提
示
す
る
事
柄
を

確
認
し
て
本
旨
に
連

よ
り
直
接
的
、
直
喩

が
担
う
構
造
で
あ
る

辺
ま
そ
木
綿
短
木
綿
」
か
く
の
み
か

七
、
高
市
皇
子
）

時
に
、
高
市
皇
子
尊
の
作
り
ま
せ
る

第
一
期
に
属
す
る
こ
の
歌
は
、
形
成
期

め
も
あ
っ
て
か
、
そ
の
構
造
の
把
握
に

の
「
ま
そ
木
綿
」（
麻
で
作
っ
た
木
綿

定
さ
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

形
成
期
の
序
歌

を
つ
な
ぎ
詞
に
も
つ
序
歌
に
は
、
次
に

は
、
指
示
語
を
つ
な
ぎ
詞
と
す
る
序
歌

の
と
見
ら
れ
、
か
つ
若
干
の
問
題
を
抱

て
み
た
い
。

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

い
え
る
。

指
示
語
の
機
能
は
、
繰
り
返
し
述
べ
た

、
音
韻
的
要
素
を
捨
象
し
、
も
っ
ぱ
ら

係
さ
せ
る
。
い
わ
ば
、
歌
謡
的
な
反
復

的
に
つ
な
ぎ
詞
を
位
置
づ
け
る
た
め
の

。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
序
歌
群
は
歌
が

ら
に
長
く
と
思
ひ

歌
三
首
」
の
中
の

の
序
歌
の
あ
り
方

は
諸
説
あ
り
一
定

、
幣
帛
）
に
つ
い

詞
と
見
て
い

る
こ
と
は
、

大
浦
誠
士
氏

れ
た
。
す
な

つ
つ
、
心
象

的
内
容
と
し

し
て
、
初
期

る
。

挙
げ
る
も
う
一
首

群
の
中
で
お
そ
ら

え
て
も
い
る
の
で
、

こ
こ
ま
で
三

こ
は
『
短
木

と
つ
ゞ
け
て

の
や
う
に
、

性
を
顧
慮
せ

を
示
し
て
い

序
歌
の
構

よ
う
に
、
序
詞
部

意
義
的
に
反
復
、

表
現
を
避
け
て
、

役
割
を
、
指
示
語

口
誦
の
枠
組
み
か

て
は
、
日
常

輪
神
社
の
神

て
葬
儀
の
場

今
そ
れ
は
問

『
注
釈
』
は

で
」
の
こ
と

る
の
で
あ
る
が
、
句
法
に
つ
い
て
な
お

『
注
釈
』
の
理
解
に
よ
く
示
さ
れ
て
い

は
第
二
句
ま
で
を
序
詞
と
見
る
べ
き
で

わ
ち
、「『
短
木
綿
』
は
三
輪
山
の
ま
そ

部
の
『
か
く
の
み
か
ら
に
』
の
『
か
く

て
『
長
く
と
思
ひ
き
』
と
対
置
さ
れ
」

万
葉
・
天
武
朝
の
序
歌
に
は
「
物
象
部

句
は
そ
の
短
い
や
う
に
、
と
次
へ
続
く

綿
』
に
対
し
て
『
短
き
』
の
語
が
な
く

ゐ
る
」
と
説
明
す
る
。
口
訳
で
は
「
麻

こ
れ
だ
け
の
短
い
ち
ぎ
り
で
あ
つ
た
に

ず
に
、
第
三
句
「
短
木
綿
」
が
つ
な
ぎ

る
。

造
に
関
し
て
は
、『
代
匠
記
（
初
）』
以

の
見
聞
に
触
れ
て
い
た
も
の
（『
私
注

前
）
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
（『
注
釈
』、

に
あ
っ
た
も
の
（
稲
岡
耕
二
『
全
注
二

わ
な
い
。
問
題
は
序
歌
と
し
て
の
構
造

「
山
辺
ま
そ
木
綿
短
木
綿
」
に
注
し

｜
引
用
者
注
）
が
短
い
の
で
、
短
木
綿

微
妙
な
受
け
取
り
方
も
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

あ
る
と
す
る
見
解
を
示
さ

木
綿
が
短
い
こ
と
を
述
べ

』
と
い
う
指
示
語
の
具
体

る
と
す
る
解
で
あ
る
。
そ

と
心
象
部
と
の
融
合
的
部

序
で
あ
る
」
と
し
、「
こ

て
、
す
ぐ
『
か
く
の
み
』

の
木
綿
、
そ
の
短
い
木
綿

」
と
、「
か
く
」
の
反
復

詞
で
あ
る
か
の
よ
う
な
解

来
ほ
ぼ
第
三
句
ま
で
を
序

二
四

』）、
三
輪
山
の
山
麓
（
三

『
新
大
系
』）、

目
と
し

』）
な
ど
の
説
が
あ
る
が
、

で
あ
る
。

て
、「
そ
れ
（「
木
綿
の
し

と
く
り
か
へ
し
た
の
で
、



歌
謡
・
和

け
む
（
紀
一
一

な
ど
に
も
見
ら
れ
る

で
一
旦
切
れ
、
さ
ら

復
し
提
示
す
る
形
で

が
、
二
句
と
三
句
の

の
よ
う
に
、
序
詞
部

は
、
歌
謡
の
事
例
で

旨
部
）
の
叙
述
に
関

＋
述
語

の
形
を
持

ク

日
下
江
の

（
記
九
五
）

ケ

山
川
に

鴛

と
本
旨
と
を
連
係
さ

念
的
操
作
を
経
ず
に

る
の
で
あ
る
。
初
期

れ
と
異
な
る
表
れ
を

合
は
や
は
り
第
三
句

第
二
句
ま
で
が
序

ま
そ
木
綿
・
短
木
綿

分
」
が
存
在
し
て
お

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

三
）

。
ク
（
記
九
五
）
は
、
歌
謡
の
唱
謡
法

に
「
入
江
の
蓮
」
を
「
花
蓮
」
と
同
語

あ
り
、
そ
の
点
で
は
先
に
見
た
エ
（
記

関
係
は
ほ
ぼ
「
ま
そ
木
綿
」「
短
木
綿

の
景
物
が
同
語
、
同
音
的
に
反
復
さ
れ

も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
反
復
さ
れ
た

与
す
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

つ
序
詞
は
、

入
江
の
蓮

花
蓮
」
身
の
盛
り
人

鴦
二
つ
居
て
」
偶
ひ
よ
く

偶
へ
る

せ
る
通
常
の
つ
な
ぎ
詞
と
は
異
な
り

心
象
叙
述
に

が
っ
て
い
る
」「
融
合

万
葉
の
序
歌
の
「
融
合
的
部
分
」
が
後

も
つ
こ
と
は
大
浦
論
の
指
摘
の
通
り
で

ま
で
を
序
詞
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

詞
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
一
つ

」
の
同
語
（
同
音
）
反
復
の
存
在
で
あ

り
、「
短
木
綿
」
は
掛
詞
や
比
喩
的
関

か
ら
す
れ
ば
二
句

（
同
音
）
的
に
反

九
二
）
に
も
近
い

」
の
反
復
関
係
に

ぎ
詞
の
あ
り

で
あ
る
。

確
か
に
「

は
音
律
的
諧

し
か
し
「
ま

る
序
歌
に
お
い
て

語
句
は
後
半
（
本

の
よ
う
な
〈
景
物

羨
し
き
ろ
か
も

妹
を

誰
か
率
に

つ
い
て
は
、

を
序
と
す
る

提
示
部
「
鴛

上
、
三
句
「

そ
の
比
喩
的

て
よ
い
と
思

こ
の
よ
う

、「
物
象
叙
述
が
観

部
」
と
位
置
づ
け

の
定
式
化
し
た
そ

あ
る
が
、
こ
の
場

の
理
由
は
、「
山
辺

ろ
う
。
こ
の
場
合

で
反
復
し
、

ゆ
く
の
で
あ

二
項
は
直
接

換
す
る
語
（

り
人
」
と
見

物
の
属
性
を

反
復
的
に
展

係
に
よ
っ
て
序
詞

等
し
い
。
冒

方
は
、
指
示
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

ま
そ
木
綿
・
短
か
木
綿
」
は
、
い
ま
だ

調
に
規
制
さ
れ
た
景
物
の
反
復
を
持
ち

そ
ユ
フ
（
木
綿
）・
短
か
ユ
フ
（
木
綿

二
句
ま
で
を
序
と
す
る
解
（『
言
別
』、

解
（『
全
註
解
』、『
全
注
釈
』、『
全
集

鴦
／
二
つ
居
て
」
の
句
が
す
で
に
景
物

偶
ひ
よ
く
」
は
提
示
部
の
詳
述
と
し
て

意
味
は
明
示
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

う
。

に
、〈
景
物
＋
述
語

で
示
さ
れ
る
序

「
花
蓮
」
の
比
喩
（
同
定
関
係
）
で
「

り
、「
花
蓮
」
と
「
身
の
盛
り
人
」
の

的
に
同
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
花
蓮

つ
な
ぎ
詞
）
は
、「
花
蓮
」
を
比
喩
的

ざ
る
を
え
な
い
。
紀
一
一
三
も
、
景
物

述
べ
る
語
句
を
「（
鴛
鴦
）
二
つ
居
て

開
す
る
関
係
に
は
、
同
様
の
あ
り
方
が

頭
二
句
で
提
示
さ
れ
た
景
物
「
入
江
の

二
五

つ
な
ぎ
詞
の
場
合
に
共
通

歌
謡
の
構
成
法
、
な
い
し

込
ん
で
い
る
一
面
を
も
つ
。

）」
の
語
句
の
並
列
は
、
ユ

『
評
釈
』）
と
、
三
句
ま
で

上
代
歌
謡
』）
と
が
あ
る
が
、

と
そ
の
属
性
を
述
べ
る
以

の
反
復
の
位
置
に
あ
り
、

第
三
句
を
つ
な
ぎ
詞
と
み

詞
の
述
語
を
承
け
る
つ
な

身
の
盛
り
人
」
に
転
じ
て

関
係
は
隠
喩
的
で
あ
る
。

」
の
属
性
を
人
事
的
に
転

に
置
き
換
え
た
「
身
の
盛

語
の
反
復
は
な
い
が
、
景

」・「
偶
ひ
よ
く
」
と
同
義

見
え
よ
う
。
こ
の
構
成
に

蓮
」
を
「
花
蓮
」
と
類
語



独
立
的
な
転
換
部
は

な
ぎ
詞
の
あ
り
方
が

五

指
示
語
で
承
け
て

む
つ
な
ぎ
詞
相
当
部

万
葉
和
歌
に
な
る
と

い
。
こ
の
歌
は
、
口

喩
的
に
意
義
を
明
示

歌
の
あ
り
方
を
よ
く

避
し
て
、
直
接
的
に

こ
れ
ら
指
示
語
を
も

歌
が
定
式
化
さ
れ

成
さ
れ
る
序
歌
に
あ

歌
謡
・
和

フ
の
反
復
を
抱
え
な

ア
ル
）」
と
い
う
関
係

か
木
綿
」
の
「
短
い

で
承
け
ら
れ
る
場
合

事
を
含
ん
で
い
た
。

理
解
し
や
す
い
の
で

姿
を
消
し
、
提
示
部
（
序
詞
）
と
意
義

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

お
わ
り
に

後
半
に
転
換
す
る
歌
謡
の
序
歌
的
形
式

が
音
韻
的
契
機
を
共
有
し
て
い
た
。
こ

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

誦
の
反
復
性
を
残
す
一
方
で
、
指
示
語

す
る
句
法
と
が
同
居
し
て
い
て
、
そ
の

示
し
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
、
同
語
・

比
喩
関
係
に
お
い
て

い
で
ゆ
く
時
意

っ
て
つ
な
ぎ
詞
を
構
成
す
る
序
歌
で
あ

つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
特
に
短
歌
形
式

っ
て
は
、
歌
謡
に
見
ら
れ
た
ご
と
き
反

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

が
ら
も
意
義
的
に
は
「
ま
そ
木
綿
（
ハ

を
叙
述
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
、
カ

」
と
い
う
状
態
を
指
示
す
る
の
で
あ
る

、
序
詞
部
は
提
示
さ
れ
た
景
物
の
状
態

そ
の
あ
り
方
は
、
先
掲
の
形
式
の
歌
群

あ
り
、
歌
群
の
先
蹤
を
な
す
当
該
歌
も

的
に
直
結
す
る
つ

。は
、
指
示
語
を
含

の
よ
う
な
表
現
は

と
こ
ろ
が
そ
の
一

の
序
歌
の
転

す
る
様
相
を

つ
ま
り
、
同

に
掛
詞
形
式

う
と
す
る
方

と
い
え
る
。

を
媒
介
と
し
て
直

意
味
で
初
期
の
序

同
音
の
反
復
を
回

識
さ
れ
た
の
が
、

る
。

と
結
び
つ
い
て
構

復
的
に
展
開
す
る

の
表
現
方
法

現
が
生
成
し

歌
謡
や
初

語
に
よ
る
反

く
る
掛
詞
の

表
裏
の
関
係

意
義
的
に
広

）
短
か
木
綿
（
デ

ク
は
、
述
語
「
短

。
指
示
副
詞
カ
ク

や
属
性
ま
で
の
叙

を
並
べ
て
み
れ
ば

そ
の
例
外
で
は
な

方
で
、
同
じ

詞
を
構
成
す

し
て
い
る
。

音
韻
の
反
復

両
者
の
間
に

前
後
半
を
連

換
部
が
独
立
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
て

示
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
深
く
関

音
、
同
語
の
反
復
を
回
避
し
て
そ
れ
を

の
序
歌
が
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ

向
に
位
置
す
る
の
が
、
指
示
語
を
媒
介

と
し
て
存
在
し
た
序
歌
的
構
造
を
母
胎

て
く
る
一
つ
の
位
相
を
窺
う
こ
と
が
で

期
万
葉
の
序
歌
に
お
け
る
つ
な
ぎ
詞
に

復
の
形
式
が
多
い
。
一
方
、
安
定
し
た

形
式
が
、
歌
謡
や
初
期
万
葉
に
は
極
端

に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
掛
詞
は
基
本
的
に

く
は
比
喩
の
範
疇
に
属
す
る
。
歌
謡
に

指
示
語
の
う
ち
状
態
性
を
指
示
す
る
指

る
形
式
の
序
歌
が
、
万
葉
初
期
か
ら
定

こ
の
形
式
は
、
対
照
的
に
歌
謡
に
は
見

を
重
視
す
る
か
、
意
義
の
反
復
を
重
視

は
序
歌
の
展
開
の
位
相
が
横
た
わ
っ
て

係
す
る
序
歌
表
現
の
あ
り
方
の
差
異
を

意
義
的
に
本
旨
部
に
展
開

係
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
語
で
担
う
方
向
の
一
方

れ
を
直
喩
的
に
展
開
し
よ

と
す
る
序
歌
群
で
あ
っ
た

と
し
て
、
和
歌
の
序
歌
表

き
る
と
思
わ
れ
る
。

は
、
実
態
的
に
同
音
、
同

序
歌
に
な
る
と
増
大
し
て

に
少
な
い
。
こ
の
現
象
は

同
音
異
義
で
あ
る
か
ら
、

お
け
る
同
音
・
同
語
反
復

二
六

示
副
詞
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ

着
し
て
ひ
と
つ
の
群
を
な

ら
れ
な
い
。
こ
の
差
異
は
、

す
る
か
の
そ
れ
で
あ
り
、

も
い
る
。
指
示
語
に
よ
り

指
標
と
す
る
と
き
、
歌
謡
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日
暮
ら
し
つ
」（

八
一
、
２
・
九
三

『
注
釈
』
は
「
側

て
ゐ
る
の
で
、『
ふ

は
序
。『
両
面
に
』

サ
テ
の
語
史
に

『
全
注
釈
』
は
、

重
ね
て
提
示
」
す

歌
」
と
し
て
の
実

上
田
設
夫
『
万

及
び
「
万
葉
集
序

全
体
を
譬
喩
歌

な
い
恋
の
嘆
き
を

瀬
昌
忠
『
全
注
巻

同
じ
よ
う
な
例

土
橋
寛
『
古
代

三
一
書
房
）。

井
手
至
『
遊
文

院
）。宣

長
『
記
伝
』、

「
つ
な
ぐ
」
に
つ
い

解
、『
新
編
全
集

『
全
注
釈

古
事

「
我
が
駒
」（
序
歌

の
」
以
下
四
句
の

注

歌
に
お
け
る
反
復
表
現
と
指
示
語

・
二
七
一
三
）、
の
他
、
１
・
六
〇
、
２
・

（
掛
詞
）、

・
二
四
六
九
な
ど
が
あ
る
。

柏
即
ち
コ
ノ
テ
カ
シ
ハ
は
、
葉
の
表
裏
が

た
お
も
』
に
か
か
る
序
と
し
た
」
と
し
、

を
起
こ
す
」
と
す
る
。

つ
い
て
は
、
山
口
佳
紀
「
平
安
時
代
語
の
源

こ
の
歌
謡
が
冒
頭
八
句
と
そ
れ
に
続
く
四

る
点
に
、「
既
存
の
寿
歌
の
詞
章
に
基
づ
い

質
を
指
摘
す
る
。

葉
序
詞
の
研
究
』（
一
九
八
三
年
、
桜
楓
社

歌
一
覧
」。

と
見
な
が
ら
、「
第
三
句
以
下
は
、
譬
喩
で

直
接
に
相
手
に
訴
え
よ
う
と
す
る
表
現
と
も

七
』
の
別
解
も
同
じ
で
あ
る
。

に
、「
飛
鳥
川
行
く
瀬
を
早
み
』
早
け
む
と

歌
謡
論
』
第
七
章
の
二
「
古
代
歌
謡
の
様

録

国
語
学
史
篇
一
』
第
三
編
第
一
章
（
一

守
部
『
言
別
』、『
全
註
解
』
も
同
様
の
比

て
は
「
探
す
・
尋
ね
求
め
る
」
の
意
と
す

古
事
記
』）
も
あ
る
が
、
今
は
通
説
に
従
う

記
編
』
は
こ
の
歌
謡
に
七
五
調
唱
謡
法

構
造
）
と
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
（
八
二

釈
文
は
『
全
注
釈

日
本
書
紀
編
』
に
よ
っ

一
一
九
、

・
三
〇

無
く
、
両
面
に
な
つ

『
釈
注
』
は
「
上
二
句

流
に
つ
い
て
」（『
東

句
で
「
景
物
を
二
つ

て
作
ら
れ
た
」「
物
語

）、
第
一
部
五
章
三
節
、

は
な
く
、
女
に
逢
え

と
れ
る
」
と
す
る
渡

待
つ
ら
む
妹
を
こ
の

式
」（
一
九
六
〇
年
、

九
九
五
年
、
和
泉
書

喩
と
解
す
る
。
な
お
、

る
説
（『
評
釈
』
の
別

。を
想
定
し
、
催
馬
楽

頁
）。
紀
八
の
「
細
螺

て
改
め
た
。

大
浦
誠

ち
な
み

を
い
う
ら

が
し
っ
く

ま
え
れ
ば

大
教
養
学

士
「
万
葉
序
歌
の
表
現
と
様
式
」『
国
語
と

に
、「
カ
ク
」
の
指
示
す
る
内
容
に
つ
い
て

し
い
。
皇
女
の
短
命
と
見
る
む
き
も
あ
る
が

り
し
な
い
」（『
釈
注
』）
と
の
指
摘
も
あ
る

、
皇
女
の
短
命
を
指
す
と
解
し
て
特
に
問
題

部
人
文
科
学
紀
要
』
四
八
輯
、
一
九
六
九
年二

七
国
文
学
』
平
成
十
年
五
月
号
。

は
、「
二
人
の
ち
ぎ
り
の
短
さ

、
そ
れ
で
は
結
句
と
の
関
係

が
、
挽
歌
で
あ
る
こ
と
を
踏

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
二
月
）
に
詳
し
い
。


