
日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る

―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て

毛

峰

林

１

は
じ
め
に

日
本
文
学
、
文
化
の
珠
玉
と
言
わ
れ
る
和
歌
と
俳
句
は
文
学
史
上
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
日
本
人
の
精
神
的
世

界
を
構
築
す
る
う
え
で
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
特
に
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
及
び
松
尾
芭
蕉
の
俳

諧
な
ど
を
代
表
と
し
て
の
和
歌
と
俳
句
は
日
本
古
典
詩
歌
の
殿
堂
を
成
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
こ
に
日
本
人
の
長
い
間
に
追
い
求
め

て
き
た
「
あ
わ
れ
、
を
か
し
、
わ
び
、
さ
び
、
余
情
」
な
ど
数
多
く
の
審
美
理
念
を
こ
め
た
自
然
観
や
世
界
観
が
集
中
的
に
映
さ
れ

て
い
る
。
和
歌（
短
歌
）と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
の
形
か
ら
見
れ
ば
、
全
体
は
五
、
七
、
五
調
の
奇
数
の
リ
ズ
ム
で
交
錯
的
に
成
さ
れ
、

形
は
必
ず
し
も
対
称
的
で
は
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
き
ち
ん
と
奇
数
の
リ
ズ
ム
を
保
ち
な
が
ら
、
不
対
称
の
中
で
独
特
な
美
意

識
の
世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
十
一
音
節
と
十
七
音
節
は
詩
歌
と
し
て
短
か
い
形
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
短
か
い
音
節
で
伝
え
ら
れ
る
の
は
必
ず
し
も
音
節
通
リ
の
意
味
、
情
報
で
は
な
く
、
短
か
い
音
節
に
託
さ
れ
て
い
る

の
は
非
常
に
豊
か
な
精
神
的
世
界
で
、
そ
こ
に
長
い
間
に
築
か
れ
て
き
た
審
美
観
や
価
値
観
が
数
多
く
映
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
言
内

（５３）



の
意
味
を
越
え
た
言
外
の
社
会
文
化
的
情
報
が
多
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
審
美
の
理
念
か
ら
見
れ
ば
、

和
歌
と
俳
句
に
は
「
を
か
し
」
と
い
う
明
る
く
楽
し
い
感
じ
を
表
現
す
る
も
の
も
あ
る
が
、「
あ
わ
れ
、
さ
び
、
わ
び
」
な
ど
の
よ

う
に
切
な
く
寂
寥
た
る
感
じ
を
表
現
す
る
も
の
は
主
流
で
、
特
に
微
視
的
視
点
で
、
点
的
表
現
の
論
理
で
暗
示
的
・
隠
喩
的
意
味

や
、
言
外
の
余
韻
、
余
情
を
表
現
す
る
の
は
和
歌
と
俳
句
の
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。
日
本
の
和
歌
と
俳
句
に
比
べ

て
、
中
国
古
典
詩
歌
の
代
表
と
し
て
の
近
体
詩
の
絶
句
と
律
詩
は
、
テ
ク
ス
ト
の
形
か
ら
見
れ
ば
、
絶
句
は
偶
数
の
四
句
で
、
律
詩

は
偶
数
の
八
句
で
、
そ
れ
ぞ
れ
偶
数
の
対
称
的
な
形
で
成
さ
れ
、
そ
の
偶
数
対
称
の
中
で
「
起
、
承
、
転
、
結
」
と
「
押
韻
、
平
仄
」

の
規
則
が
貫
か
れ
、
そ
こ
か
ら
ま
ず
漢
詩
の
対
称
的
統
合
の
性
格
が
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
詩
歌
の
表
現
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
和
歌

と
俳
句
の
微
視
的
視
点
で
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
点
的
暗
示
の
表
現
の
性
格
が
強
い
の
に
対
し
て
、
漢
詩
は
ど
う
も
巨
視
的
視

点
で
、
比
較
的
明
確
で
あ
る
線
的
表
現
の
性
格
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
両
者
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
自
然

観
や
審
美
観
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
表
現
の
論
理
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
和
歌
と
俳
句
は
、

け
っ
き
ょ
く
日
本
の
独
特
な
自
然
環
境
と
社
会
文
化
に
根
ざ
し
て
作
ら
れ
た
詩
歌
で
、
そ
こ
に
必
然
的
に
日
本
人
の
審
美
観
や
価
値

観
を
映
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
文
化
的
情
報
が
こ
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
読
む
に
は
、
歌
の
言
葉
に
含
ま
れ
る
意

味
と
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
が
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
和
歌
と
俳
句
を
読

む
こ
と
に
つ
い
て
、
今
ま
で
に
多
く
の
論
説
や
試
み
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
仮
に
歌
の
隠
喩
的
性
格
と
情
報
伝
達
の
特
徴
か
ら
見
て

み
た
い
。 千
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２

和
歌
と
俳
句
か
ら
見
る
隠
喩
的
特
徴

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
詩
歌
は
独
特
な
形
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
も
他
の
テ
ク
ス
ト

と
同
じ
よ
う
に
、
意
味
や
情
報
伝
達
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
語
使
用
の
言
語
学
で
あ
る
語
用
論
の
視
点
か
ら
見
れ

ば
、
詩
歌
は
異
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
意
味
や
情
報
伝
達
の
機
能
を
果
す
時
、
そ
れ
な
り
の
特
徴
を
呈
す
る
も
の
で
、
そ
の
特
徴

の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
隠
喩
的
言
語
の
使
用
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
隠
喩
的
言
語
の
使
用
は
各
言
語
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
レ

ト
リ
ッ
ク
の
表
現
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
文
章
作
法
と
し
て
の
修
辞
法
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
多
種
多
様
の
美
意
識
の
パ
タ

ン
を
映
す
詩
歌
と
し
て
は
、
そ
の
比
喩
的
修
辞
法
の
裏
に
必
ず
各
各
の
社
会
文
化
に
根
ざ
す
審
美
観
や
価
値
観
も
こ
め
ら
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
和
歌
と
俳
句
は
日
本
の
独
特
な
自
然
環
境
と
単
一
民
族
の
社
会
文
化
に
根
ざ
し
て
作
ら
れ
た
詩
歌
で
、
そ
れ
に
は
民
族

の
審
美
観
や
価
値
観
が
映
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
か
ら
日
本
な
り
の
思
考
様
式
や
言
葉
表
現
の
論
理
性
も
窺
え
る
と

思
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
和
歌
と
俳
句
に
よ
く
見
ら
れ
る
桜
、
紅
葉
は
た
だ
の
花
や
木
で
は
な
く
、
秋
の
暮
れ
、
秋
の
夕
暮
れ
も
た

だ
の
時
間
概
念
で
も
な
く
、
そ
の
中
味
に
は
、
お
そ
ら
く
奥
深
い
社
会
文
化
的
意
味
を
こ
め
た
、
隠
喩
的
機
能
を
持
つ
豊
か
な
含
意

が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
意
味
で
言
え
ば
、
和
歌
と
俳
句
は
一
応
、
隠
喩
的
言
語
の
性
格
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
え
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
道
の
べ
の
木
槿
は
馬
に
く
は
れ
け
り
」（
芭
蕉
）
に
つ
い
て
は
、
仮
に
文
の
論
理
的
関
係
の
視
点
だ
け
で
考

え
れ
ば
、
こ
の
俳
句
の
文
全
体
の
意
味
（
意
味
論
的
意
味
と
語
用
論
的
意
味
を
合
わ
せ
た
意
味
。
小
泉
保
『
言
外
の
言
語
学
』
一
九

九
〇
）
は
お
そ
ら
く
掴
み
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
俳
句
の
主
題
と
し
て
と
り
た
て
ら
れ
た
既
知
情
報
の
木
槿
が
衰
え
を

意
味
す
る
一
日
し
か
咲
か
な
い
秋
の
花
の
こ
と
を
無
常
の
理
念
で
考
え
れ
ば
、
こ
の
句
に
隠
さ
れ
て
い
る
物
事
や
人
生
の
一
朝
栄
え

（５５）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



の
は
か
な
さ
の
隠
喩
的
意
味
が
な
ん
と
か
窺
え
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
但
し
、
隠
喩
（
暗
喩
）
表
現
の
意
味
も
広
く
、
そ
の
性
格
は
必

ず
し
も
言
葉
の
意
味
だ
け
に
限
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
な
ど
広
い
分
野
に
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
語
用
論

学
者
の
小
泉
保
氏
（
一
九
九
〇
）
は
そ
の
著
『
言
外
の
言
語
学
』
で
詩
歌
の
比
喩
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
特
に
西
脇
順
三
郎
の
言
葉

を
引
用
し
て
「
と
に
か
く
西
脇
順
三
郎
は
詩
の
本
質
は
二
つ
の
無
関
係
な
も
の
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ

の
結
び
つ
け
の
操
作
は
、
い
ず
れ
も
比
喩
に
よ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
中
国
語
用
論
学
者
の
束
定
芳
氏
（
二
〇
〇

〇
）
は
『
隠
喩
学
研
究
』
で
「
詩
歌
と
隠
喩
は
同
質
の
現
象
で
、
詩
歌
は
言
語
本
質
に
お
い
て
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
関
連
し

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
の
説
か
ら
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
比
喩
（
隠
喩
）
表
現
は
詩
歌
の
本
質
と
し
て
広
く
使
わ
れ
、
そ
の

使
用
が
ま
た
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
も
関
連
し
て
い
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
和
歌
と
俳
句
は
独
特
な
自
然
環
境
と
社
会
文
化
を

背
景
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
表
現
上
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
隠
喩
的
性
格
を
呈
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に

断
片
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

２
―
１

テ
ク
ス
ト
か
ら
見
る
隠
喩
的
性
格

テ
ク
ス
ト
と
言
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
も
の
が
あ
り
、
詩
歌
の
場
合
は
あ
る
一
定
の
音
節
や
行
列
の
規
則
を
踏
え
て
成
さ
れ
る

も
の
が
多
い
が
、
中
国
の
絶
句
と
律
詩
及
び
日
本
の
和
歌
と
俳
句
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
古
典
詩
歌
は
皆
長
い
間
に
築

か
れ
た
各
自
の
審
美
観
や
価
値
観
を
こ
め
た
格
別
な
表
現
の
形
で
成
さ
れ
た
統
合
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
が
言

語
の
意
味
的
表
現
の
機
能
を
果
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
に
時
と
し
て
、
あ
る
社
会
文
化
的
意
味
も
映

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
異
な
る
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
に
異
な
る
美
意
識
の
パ
タ
ン
も
映
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
意
味
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
文
化
的
意
味
を
表
現
す
る
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
も
な
ん
ら
か
の
暗
示
的
、
隠
喩
的
意
味
を
示
す
も
の
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と
思
う
。
例
え
ば
、
中
国
古
典
詩
歌
の
代
表
と
し
て
の
近
体
詩
の
絶
句
と
律
詩
は
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
句
と

八
句
の
偶
数
で
成
さ
れ
、
形
の
対
称
と
画
一
を
示
す
と
共
に
、
テ
ク
ス
ト
全
体
は
ま
た
「
起
、
承
、
転
、
結
」
と
い
う
作
詩
の
構
造

規
則
と
「
押
韻
、
平
仄
」
と
い
う
音
声
の
応
用
規
則
を
貫
き
、
そ
こ
か
ら
テ
ク
ス
ト
全
体
の
統
合
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
窺
え
、

例
と
し
て
次
の
李
白
の
「
山
中
問
答
」
を
見
て
み
よ
う
。

�

問
余
何
意
栖
碧
山
（
起
、
韻
、
平
）

笑
爾
不
答
心
自
閑
（
承
、
韻
、
平
）

桃
花
流
水
杳
然
去
（
転
、
無
韻
、
仄
）

別
有
天
地
非
人
間
（
結
、
韻
、
平
）

こ
れ
は
七
言
絶
句
の
パ
タ
ン
で
、
テ
ク
ス
ト
の
形
で
四
句
画
一
の
整
然
性
が
示
さ
れ
、
偶
数
対
称
の
構
造
が
ま
た「
起
、
承
、
転
、

結
」
の
規
則
と
押
韻
の
規
則
で
統
合
さ
れ
、
全
体
が
ま
る
で
一
つ
統
合
さ
れ
た
世
界
を
成
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
世
界
か

ら
中
国
の
審
美
観
と
し
て
の
対
称
の
美
意
識
及
び
線
的
論
理
の
表
現
様
式
が
窺
え
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
実
は
こ
の
近
体
詩
に
映
さ
れ

た
対
称
の
美
意
識
と
線
的
論
理
の
表
現
様
式
は
中
国
の
建
築
や
言
語
表
現
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ま
た
生
活
、
文
化
の
多
方

面
に
も
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
律
詩
も
絶
句
と
同
じ
よ
う
な
性
格
で
、
そ
れ
は
絶
句
の
四
句
に
さ
ら
に
四
句
を
付
け
加
え
た

も
の
で
、
全
体
の
構
造
は
や
は
り
「
起
連
、
前
連
、
後
連
、
尾
連
」
と
い
う
対
称
的
規
則
で
統
合
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
絶
句
や
律

詩
と
対
照
的
に
、
日
本
の
和
歌
（
短
歌
）
の
テ
ク
ス
ト
の
構
成
は
五
、
七
、
五
、
七
、
七
の
形
で
、
俳
句
は
五
、
七
、
五
の
形
で
、

両
方
は
句
の
音
節
も
行
列
も
不
対
称
の
奇
数
で
貫
か
れ
、
そ
れ
に
「
起
、
承
、
転
、
結
」
や
「
押
韻
」
な
ど
の
よ
う
な
作
詩
構
造
を

統
合
す
る
定
め
も
な
く
、
テ
ク
ス
ト
全
体
は
奇
数
交
錯
の
リ
ズ
ム
で
成
さ
れ
、
漢
詩
の
よ
う
な
対
称
と
画
一
の
意
識
が
全
く
見
ら
れ

（５７）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―
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体
詩
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対
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を
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ず
、
そ
こ
か
ら
ま
ず
和
歌
と
俳
句
に
映
さ
れ
て
い
る
自
然
不
対
称
の
美
意
識
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
然
不
対
称
の
美
意
識
は

お
そ
ら
く
和
歌
と
俳
句
に
限
ら
ず
、
日
本
の
建
築
や
他
の
芸
術
分
野
に
も
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
較
べ
て
み

れ
ば
、
漢
詩
の
句
は
表
現
上
に
お
い
て
、
明
確
な
線
的
表
現
の
論
理
文
が
多
い
の
に
対
し
て
、
和
歌
と
俳
句
の
句
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
く
、
む
し
ろ
切
れ
た
り
省
か
れ
た
り
す
る
表
現
法
が
多
く
、
ど
う
も
そ
こ
に
線
的
表
現
の
論
理
の
世
界
で
は
な
く
、
点
的
表

現
の
論
理
の
世
界
が
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
周
知
共
感
の
世
界
で
は
、
明
確
な
線
的
表
現
が
全
く
余
計
な

も
の
で
、
点
的
暗
示
的
な
表
現
の
方
が
よ
り
心
に
通
じ
て
い
る
も
の
で
、
和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
は
奇
數
不
対
称
の
美
意
識
を
映

し
て
い
る
と
同
時
に
、
点
的
論
理
を
表
現
す
る
の
に
ぴ
っ
た
り
合
う
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
を
考
え
て
、
和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
は
た
だ
言
内
の
文
字
通
り
の
情
報
を
伝
え
る
機
能
を
果
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ク

ス
ト
の
パ
タ
ン
も
言
外
に
お
い
て
、
独
特
な
美
意
識
の
パ
タ
ン
や
表
現
の
論
理
性
な
ど
社
会
文
化
的
情
報
を
暗
示
的
に
伝
え
て
い
る

も
の
で
も
あ
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
機
能
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
も
う
言
語
表
現
の
意
味
を
越
え
て
社
会
文
化
的
意

味
に
ま
で
関
連
す
る
隠
喩
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

�

み
わ
た
せ
ば

見
渡
せ
ば

は
な
も
も
み
ぢ
も

花
も
紅
葉
も

な
か
り
け
り

な
か
り
け
り

う
ら
の
と
ま
や
の

浦
の
苫
屋
の

あ
き
の
ゆ
う
ぐ
れ

（
ふ
じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え
）

秋
の
夕
暮
れ

（
藤
原
定
家
）

こ
れ
は
有
名
な
「
三
夕
の
歌
」
の
一
つ
で
、
代
表
的
な
和
歌
の
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
を
見
れ
ば
、
全
体
の
三
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十
一
音
節
の
形
が
五
、
七
の
奇
数
の
リ
ズ
ム
で
交
錯
的
に
成
さ
れ
、
句
が
文
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
る
画
面
は

線
的
描
写
と
い
う
よ
り
点
的
描
写
の
性
格
が
強
く
、
こ
れ
ら
は
別
に
何
の
意
味
も
な
い
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
形
が
日
本
特
有

の
美
意
識
の
パ
タ
ン
や
表
現
の
論
理
性
を
映
し
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
独
特
な
テ
ク
ス
ト
の
形
も
独
特
な
社
会
文
化
の
パ

タ
ン
を
示
す
場
合
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
暗
示
的
、
隠
喩
的
意
味
も
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
三
十
一
の
音
節
で
綴
ら

れ
た
画
面
を
見
て
い
け
ば
、
実
質
的
な
存
在
は
、
た
だ
荒
涼
た
る
海
辺
に
あ
る
猟
師
の
小
屋
の
一
点
だ
け
で
、
空
白
と
寂
寥
感
が
際

立
っ
て
見
せ
ら
れ
、
そ
の
点
的
描
写
に
よ
っ
て
、「
余
情
」
の
世
界
の
空
間
が
よ
り
い
っ
そ
う
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。「
余
情
」
と
い
う
理
念
は
定
家
の
歌
の
中
心
的
審
美
理
念
で
、
後
の
和
歌
に
広
く
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
は
特
に
言
外
の
奥

深
い
趣
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
、
点
的
描
写
と
画
面
の
空
白
と
の
不
対
称
が
鮮
明
な
対
照
と
な
り
、
こ

れ
を
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
五
、
七
調
の
奇
数
不
対
称
の
リ
ズ
ム
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
対
称

が
さ
ら
に
取
り
立
て
ら
れ
、
歌
の
不
対
称
美
の
世
界
を
表
現
す
る
う
え
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
不
対
称
が
特
別
な
暗
喩
的
意
味
を
示

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
点
的
表
現
の
論
理
か
ら
考
え
れ
ば
、
点
的
表
現
が
暗
示
的
、
隠
喩
的
意
味
を
表
現
す

る
の
と
同
質
の
よ
う
な
も
の
で
、
句
が
明
確
な
線
的
論
理
文
で
な
く
て
も
よ
く
、
明
確
な
論
理
的
表
現
は
周
知
共
感
の
社
会
で
は
ふ

さ
わ
し
く
な
く
余
計
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
上
に
現
わ
れ
る
不
連
続
、
不
対
称
が
あ
っ
て
も
あ
た
り
ま
え

の
こ
と
だ
と
思
う
。
次
に
芭
蕉
の
俳
句
を
見
て
み
よ
う
。

�

ふ
る
い
け
や

古
池
や

か
わ
ず
と
び
こ
む

蛙
飛
び
込
む

み
ず
の
お
と

（
ま
つ
お
ば
し
ょ
う
）

水
の
音

（
松
尾
芭
蕉
）

（５９）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



和
歌
の
テ
ク
ス
ト
に
比
べ
れ
ば
、
俳
句
は
二
句
の
十
四
音
節
が
少
な
い
が
、
奇
数
不
対
称
と
点
的
表
現
の
論
理
に
お
い
て
は
変
り

が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
俳
句
の
世
界
が
よ
り
微
視
的
で
、
点
的
表
現
の
論
理
が
よ
り
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
見
て
み
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
第
一
句
は
切
字
の
「
や
」
で
切
ら
れ
、
完
全
な
文
と
は
言
え
ず
、
第
二
句
は
主
述
の
整
う

論
理
文
で
あ
る
が
、
連
体
修
飾
の
性
格
が
強
く
、
第
三
句
は
体
言
止
め
で
、
こ
れ
も
完
全
な
文
と
言
え
な
い
も
の
で
、
テ
ク
ス
ト
全

体
を
通
し
て
見
れ
ば
、
点
的
表
現
の
性
格
が
強
く
、
三
句
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
の
は
、
微
視
的
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
常
に
暗

示
的
意
味
に
満
ち
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
芭
蕉
の
俳
句
を
読
ん
で
、
ま
ず
五
↓
七
↓
五
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
受
け

ら
れ
る
一
つ
の
表
象
の
パ
タ
ン
と
し
て
、
発
生
の
場
所
（
五
）
↓
発
生
の
対
象
、
動
作
（
七
）
↓
発
生
の
現
象
、
結
果
（
五
）
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
が
成
し
て
い
る
の
は
言
わ
ば
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
（
物
理
的
）
世
界
で
、
こ
の
世
界
で
人
間
の
意
志
に
よ
ら
な

い
自
然
現
象
が
発
生
し
た
り
消
滅
し
た
り
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
人
間
は
い
ろ
い
ろ
と
見
た
り
感
じ
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
暗
示
を
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
受
け
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
表
象
の
パ
タ
ン
と
し
て
は
、

静
（
五
）
↓
動
（
七
）
↓
静
（
五
）
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
、
こ
の
パ
タ
ン
に
映
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
る
で
自
然
万
物
の
始
ま
り
↓

盛
り
↓
衰
え
（
終
り
）
及
び
生
き
物
の
生
と
死
を
暗
示
す
る
、
言
わ
ば
メ
ン
タ
ル
な
（
精
神
的
）
世
界
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
世

界
が
示
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
生
き
物
の
盛
衰
と
生
死
に
関
わ
る
無
常
の
世
界
で
、
そ
こ
か
ら
人
間
が
な
ん
ら
か
の
悟
り
を
受
け

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
芭
蕉
の
俳
句
の
よ
う
に
、
五
、
七
、
五
の
テ
ク
ス
ト
は
た
だ
形
の
簡
素
化
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
微
視

的
、
暗
喩
的
審
美
の
趣
向
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
微
視
的
自
然
の
世
界
か
ら
よ
り
広
い
心
の
世
界
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

異
な
る
詩
歌
の
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
と
異
な
る
社
会
文
化
の
審
美
観
の
パ
タ
ン
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
気
付
か
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
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で
あ
る
が
、
中
国
の
近
体
詩
と
日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
照
し
て
み
た
よ
う
に
、
異
な
る
テ
ク
ス
ト
の
パ
タ
ン
に
映
さ
れ
て
い
る
の
は

言
語
的
な
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
社
会
文
化
を
土
台
と
し
た
審
美
観
の
パ
タ
ン
も
な
ん
と
か
窺
え
る
も
の
だ
と
思
う
。
特
に

和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
に
映
さ
れ
て
い
る
不
対
称
、
不
完
全
及
び
点
的
表
現
の
論
理
は
種
種
の
審
美
理
念
を
表
現
す
る
こ
と
に
お

い
て
、
格
別
な
暗
示
的
、
隠
喩
的
意
味
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
る
審
美
の
趣
向
及
び
暗
喩
的

性
格
は
お
そ
ら
く
詩
歌
の
分
野
に
限
ら
ず
、
日
本
の
建
築
や
絵
画
な
ど
外
の
芸
術
分
野
に
も
広
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
限
ら
れ
て
た
だ
管
見
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
よ
り
見
聞
を
広
め
て
深
め
て
い
き

た
い
と
思
う
。

２
―
２

言
葉
か
ら
見
る
隠
喩
的
意
味

中
国
の
近
体
詩
に
お
い
て
も
、
日
本
の
和
歌
と
俳
句
に
お
い
て
も
、
自
然
の
風
物
を
取
り
入
れ
て
そ
れ
に
特
別
の
思
い
を
託
し
て

表
現
す
る
の
は
も
っ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
風
、
花
、
雪
、
月
な
ど
の
よ
う
な
言
葉
は
も
う
辞
書
的
な
意
味
で
な
く
、
特
定
の
意

味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
詩
歌
の
言
語
は
隠
喩
的
言
語
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
だ
と
言
っ
て
も
、
同
じ
風
物
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
じ
思
い
或
い
は
同
じ
特
定
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
言
い
き
れ
ず
、
同
じ
隠
喩
的
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
異
な
る
自
然
環
境
と
社
会
文
化
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も

同
じ
で
は
な
い
場
合
が
よ
く
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
月
」
に
つ
い
て
も
、
両
方
の
詩
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る

も
の
で
、
ま
ず
次
の
表
現
例
を
見
て
み
よ
う
。

�

天
の
原

ふ
り
さ
け
み
れ
ば

（６１）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



春
日
な
る

三
笠
の
山
に

出
し
月
か
も

（
阿
部
仲
麻
呂
）

�

鯛
は
花
は

見
ぬ
里
も
有

け
ふ
の
月

（
井
原
西
鶴
）

�

日
本
晁
卿
辞
帝
都

征
帆
一
片
繞
蓬
壷

明
月
不
帰
沈
碧
海

白
雲
愁
色
満
蒼
梧

（
李
白
、「
哭
晁
衡
」）

�
の
和
歌
の
月
に
つ
い
て
、
作
者
の
阿
部
仲
麻
呂
が
遣
唐
使
と
し
て
長
い
歳
月
を
唐
の
都
で
送
り
、
異
邦
人
と
し
て
望
郷
の
思
い

が
切
切
と
し
て
あ
る
は
ず
で
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
場
合
の
月
は
も
う
長
安
の
月
で
は
な
く
、
古
里
の
月
で
、
こ
の
月
に
作
者
の
切

な
い
望
郷
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
、
月
と
い
う
辞
書
的
意
味
を
は
る
か
に
越
え
て
懐
し
い
古
里
の
面
影
だ
と
い
う
象
徴
的
意
味
の
方
が

強
い
。
�
の
俳
句
に
お
い
て
、
め
で
た
い
鯛
も
賞
味
で
き
な
く
目
を
楽
し
ま
せ
る
桜
も
観
賞
で
き
な
い
里
が
あ
る
が
、
今
日
の
十
五

夜
の
月
は
ど
の
里
も
観
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
喜
し
い
も
の
と
し
て
の
鯛
と
桜
の
花
と
対
照
的
に
、
こ
の
場

合
の
月
は
ど
う
も
寂
し
い
心
へ
の
慰
め
を
こ
め
る
悲
願
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
�
の
漢
詩
で
は
、
作
者
の
友
人
で
あ
る
阿
部

仲
麻
呂
（
中
国
名
は
晁
衡
）
は
十
何
年
ぶ
り
に
よ
う
や
く
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、
海
で
遭
難
し
て
な
く
な
っ
た
と
い
う
間
違
っ
た
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情
報
を
聞
い
た
作
者
は
、
こ
の
七
言
絶
句
を
作
っ
て
悲
し
い
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
明
月
は
仲
秋
な
ど
の
明
月
と
何
も

関
係
な
く
、
高
潔
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
か
使
わ
な
い
明
月
で
阿
部
仲
麻
呂
の
こ
と
を
喩
え
ら
れ
て
、
こ
の
場
合
の
月
は
友
人
の
気
高
い

存
在
の
隠
喩
的
意
味
が
明
ら
か
で
あ
る
。
隠
喩
的
意
味
を
表
す
言
葉
と
し
て
名
詞
、
形
容
詞
、
動
詞
な
ど
あ
る
が
、
和
歌
と
俳
句
は

日
本
の
独
特
な
自
然
観
と
審
美
観
を
映
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
特
有
の
修
辞
法
の
「
縁
語
、
掛
詞
、
季
語
、
体
言
止
め
」
な
ど
も
使

わ
れ
て
い
る
か
ら
、
隠
喩
的
意
味
の
表
現
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
の
特
徴
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

�

枯
れ
枝
に

烏
の
泊
り
た
る
や

秋
の
暮

（
芭
蕉
）

こ
の
俳
句
の
示
し
た
画
面
を
見
れ
ば
、
動
い
て
い
る
も
の
も
な
く
黒
灰
色
の
一
色
で
あ
る
。
ま
ず
枯
枝
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
曽
て
緑
で
茂
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
結
局
枯
れ
て
し
ま
う
定
め
を
免
れ
ず
、
こ
れ
に
は
栄
枯
無
常
の
世
界
が
映
さ
れ
て
い
て
、

隠
喩
的
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
烏
は
生
き
物
で
あ
る
が
、
生
気
も
感
じ
ら
れ
な
い
枯
枝
と
秋
の
暮
と
対
照
的
に

な
っ
て
、
寂
寥
た
る
雰
囲
気
の
中
で
、
無
常
の
宿
命
を
免
れ
な
い
意
味
も
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
体
言
止
め
の
「
秋
の
暮
」
は

「
秋
の
末
」（
晩
秋
）
の
意
味
に
も
「
秋
の
夕
暮
れ
」
の
意
味
に
も
解
さ
れ
、
こ
れ
は
和
歌
の
体
言
止
め
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
秋
の

夕
暮
れ
」
に
相
通
じ
る
も
の
で
、
点
的
表
現
の
論
理
に
よ
る
暗
示
的
、
隠
喩
的
意
味
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
同
じ
も
の
で
、
そ
れ
に

焦
点
の
情
報
を
意
味
す
る
エ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
カ
ス
（end

―focus

）
働
き
の
体
言
止
め
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
そ

の
隠
喩
的
意
味
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
俳
句
の
「
枯
枝
」、「
烏
」、「
秋
の
暮
」
の
三
つ
の
名
詞
体
言
は
、
そ

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
俳
句
の
わ
び
、
無
常
の
理
念
に
合
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
個
個
の
持
つ
隠
喩
的
意
味
を
示

（６３）
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し
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。

名
詞
の
隠
喩
的
意
味
の
性
格
を
よ
く
生
か
し
て
い
る
中
国
の
詩
歌
と
言
え
ば
、
一
つ
代
表
の
例
と
し
て
馬
致
遠
の
「
秋
思
」
が
挙

げ
ら
れ
る
と
思
う
。

�

枯
藤
、
老
樹
、
昏
鴉
。

小
橋
、
流
水
、
人
家
。

古
道
、
西
風
、
痩
馬
。

夕
陽
西
下
、

断
腸
人
在
天
涯
。

（
馬
致
遠
、「
秋
思
」）

こ
れ
は
五
行
の
詩
で
、
流
浪
い
の
人
の
切
な
い
望
郷
の
思
い
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
前
の
三
行
は
名
詞
だ
け
の
並
べ
で
、
個
個
の

名
詞
に
詩
の
主
題
の
「
秋
思
」
を
映
す
隠
喩
的
意
味
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
流
浪
い
の
寂
し
い
詩

境
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
名
詞
の
隠
喩
的
機
能
が
果
さ
れ
る
も
の
で
、
名
詞
的
隠
喩
の
効
果
に
お
い
て
、
�
の
芭
蕉
の
俳

句
と
は
同
工
異
曲
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
俳
句
の
方
が
よ
り
簡
素
的
で
、
よ
り
点
的
表
現
の
論
理
性
が
強
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

	

古
里
は

冬
ぞ
さ
び
し
さ

ま
さ
り
け
る

人
目
も
草
も

か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

（
源
宗
于
朝
臣
）

千
葉
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こ
の
歌
に
お
い
て
修
辞
法
の
「
掛
詞
」
が
使
わ
れ
て
、
表
現
の
効
果
が
よ
り
現
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
動
詞
「
か
れ
る
」
は

歌
の
中
で
同
時
に
「
人
目
」
と
「
草
」
に
か
か
っ
て
、「
人
目
」
と
は
「
離
れ
ぬ
」
の
意
味
に
な
り
、「
草
」
と
は
「
枯
れ
ぬ
」
の
意

味
に
な
り
、
掛
詞
の「
か
れ
ぬ
」は
両
方
の
意
味
に
か
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
暗
喩
的
意
味
を
成
し
て
い
る
も
の
で
、
つ
ま
り
、

「
訪
ね
て
く
る
人
が
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
目
を
慰
め
て
く
れ
る
草
も
枯
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
冬
の
寂
し
さ
の
極
ま
る
こ
と

を
暗
喩
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。




来
ぬ
人
を

ま
つ
ほ
の
浦
の

夕
な
ぎ
に

燒
く
や
藻
塩
の

身
も
こ
が
れ
つ
つ

（
藤
原
定
家
）

こ
れ
は
恋
し
い
人
を
待
ち
こ
が
れ
る
心
境
を
表
現
す
る
歌
で
あ
る
が
、
歌
で
「
縁
語
」
で
あ
る
「
燒
く
」
と
「
こ
が
れ
つ
つ
」
と

い
う
修
辞
法
が
使
わ
れ
、
意
味
的
関
連
や
暗
示
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う
。「
燒
く
」
の
意
味
は
「
燃
え

る
」
の
意
味
に
相
通
じ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
ま
た
「
焦
れ
つ
つ
」
の
言
葉
と
意
味
的
に
も
関
連
す
る
も
の
で
、「
燒
く
」
の
映
し
た

暗
喩
的
意
味
に
よ
っ
て
、「
焦
れ
つ
つ
」
の
苦
し
い
心
境
が
い
っ
そ
う
連
想
さ
れ
、
二
つ
の
言
葉
が
意
味
の
表
現
で
一
つ
の
関
連
対

照
に
な
り
、
歌
の
恋
し
い
人
を
待
ち
焦
れ
る
心
境
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
、「
縁
語
」
の
持
つ
隠
喩
的
意
味
が
よ
く
生
か
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

詩
歌
の
隠
喩
的
表
現
は
詩
歌
の
本
質
的
一
面
を
映
す
も
の
で
あ
る
が
、
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
和
歌
と
俳
句
か
ら

（６５）
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は
、
見
方
が
不
完
全
で
あ
り
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
上
に
も
修
辞
法
の
上
に
も
日
本
独
特
な
審
美
観
や
表
現
の
論
理
性
を
映
す
隠
喩

的
特
徴
が
い
く
ら
か
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
和
歌
と
俳
句
は
日
本
の
独
特
な
自
然
環
境
と
社
会
文
化
に

根
ざ
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
読
み
取
る
に
は
、
テ
ク
ス
ト
外
の
非
言
語
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
一
つ
の
か
か
せ
な

い
要
素
だ
と
思
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
俳
句
の
季
語
は
季
節
に
よ
っ
て
幅
広
く
細
か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
桜
、
紅

葉
、
蛙
、
蝉
な
ど
は
単
に
季
節
、
時
候
を
意
味
す
る
植
物
や
動
物
だ
け
で
は
な
く
、
各
各
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る

特
定
の
自
然
観
や
審
美
観
に
関
連
す
る
な
ん
ら
か
の
隠
喩
的
意
味
が
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
論
理
性
か
ら
見
れ
ば
、
和

歌
と
俳
句
は
点
的
表
現
の
論
理
に
よ
く
合
う
テ
ク
ス
ト
で
、
五
、
七
、
五
調
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
も
そ
も
長
く
明
確
な
線
的
表
現
の
論

理
と
は
相
容
れ
ず
、
周
知
共
感
の
世
界
で
は
、
点
的
暗
示
と
隠
喩
的
表
現
が
ま
る
で
相
応
し
い
様
式
で
、
ま
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
映
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
例
と
し
て
、
和
歌
に
も
俳
句
に
も
体
言
切
れ
や
体
言
止
め
が
よ
く
使
わ
れ
、
な

か
に
名
詞
だ
け
で
並
べ
て
作
る
俳
句
の
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
」（
松
尾
芭
蕉
）、「
桐
桜
欅
柿
朴
庭
落

葉
」（
滝
井
孝
作
）、「
時
鳥
鴨
川
の
水
山
法
師
」（
河
野
通
賢
）
な
ど
の
よ
う
に
、
言
語
表
現
の
視
点
で
は
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
論
理

的
関
係
の
明
確
な
文
表
現
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
暗
示
、
隠
喩
を
主
た
る
性
格
と
し
て
の
点
的
表
現
の
論
理
の
世
界
で
は
、
こ
れ

は
立
っ
派
な
表
現
で
、
こ
の
場
合
の
名
詞
は
ま
る
で
余
計
な
明
確
な
論
理
文
が
短
縮
さ
れ
た
後
の
形
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
一
つ

一
つ
の
名
詞
に
は
も
う
辞
書
的
意
味
を
越
え
た
社
会
文
化
的
意
味
が
こ
め
ら
れ
、
そ
の
名
詞
と
名
詞
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
一

つ
の
美
的
理
念
を
映
す
心
の
世
界
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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３

和
歌
と
俳
句
か
ら
見
る
情
報
伝
達
の
特
徴

詩
歌
の
テ
ク
ス
ト
は
表
現
上
に
お
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
異
な
る
性
格
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
の

情
報
伝
達
は
や
は
り
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
主
た
る
役
割
で
、
そ
の
役
割
を
果
す
時
、
な
ん
ら
か
の
情
報
流
れ
の
特
徴
を
呈
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
言
語
の
情
報
流
れ
の
一
般
的
規
則
に
つ
い
て
、
中
国
語
用
論
学
者
の
何
自
然
氏（
一
九
八
八
）の
説
を
借
り
て
言
え
ば
、

情
報
が
常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
価
値
の
大
小
に
よ
っ
て
線
的
配
列
に
成
さ
れ
、
古
い
情
報
（
既
知
情
報
）
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
価
値
が
比
較
的
に
小
さ
く
、
文
の
前
部
に
配
置
さ
れ
、
常
に
文
の
主
題
（them

e

）
に
な
る
が
、
新
し
い
情
報
（
未
知
情

報
）
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
価
値
が
比
較
的
に
大
き
く
、
常
に
文
の
後
部
に
配
置
さ
れ
、
文
の
題
述
（rhem

e

）
に
な
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
古
い
情
報
と
新
し
い
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
北
原
保
雄
氏
（
一
九
八
七
）
は
『
日
本
語
文
法
の
焦

点
』
で
文
中
の
ハ
と
ガ
の
使
い
方
を
論
じ
た
時
、
特
に
ハ
は
主
題
を
既
知
情
報
と
し
て
扱
う
働
き
で
、
ガ
は
主
部
を
未
知
情
報
と
し

て
扱
う
働
き
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
説
を
実
例
の
テ
ク
ス
ト
に
照
し
て
み
れ
ば
、
確
か
に
一
面
で
こ
の
情
報
伝
達
の
規
則

を
映
す
も
の
で
、
特
に
日
本
語
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ハ
は
多
く
の
場
合
、
主
題
を
既
知
情
報
と
扱
っ
て
次
の
題
述
の
よ
り
重
要
な

未
知
情
報
（
新
し
い
情
報
）
を
導
き
出
す
役
割
を
果
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
知
情
報
か
未
知
情
報
か
を
成
り

立
た
せ
る
条
件
は
何
で
あ
る
か
も
重
要
な
問
題
で
、
そ
れ
を
判
断
す
る
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に
密
切
に
関
わ
る
コ
ン

テ
ク
ス
ト
が
無
視
で
き
な
い
要
素
だ
と
思
わ
れ
る
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
大
別
し
て
言
え
ば
、
言
語
的
な
も
の
と
非
言
語
的
な
も
の
と

分
け
ら
れ
、
言
語
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
主
に
言
語
的
知
識
や
文
脈
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
内
の
知
識
に
頼
っ
て

判
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
非
言
語
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
社
会
文
化
的
な
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
、
社
会
的
し
き
た
り
、
思
考
様

（６７）
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式
、
審
美
観
、
価
値
観
な
ど
で
、
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
外
の
知
識
に
頼
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
歌
と
俳
句
は
正
に
日
本

の
独
特
な
自
然
環
境
と
社
会
文
化
に
根
ざ
し
て
作
ら
れ
た
多
種
の
審
美
理
念
を
こ
め
た
詩
歌
で
あ
る
か
ら
、
と
り
わ
け
そ
の
読
解
は

テ
ク
ス
ト
外
の
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
あ
る
意
味
で
は
、
社
会
文
化
に
関
連
す
る
非
言
語
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
へ
の
理
解
は
言
語
的
知
識
へ
の
理
解
以
上
に
不
可
欠
だ
と
思
う
。
次
に
、
断
片
的
で
あ
る
が
、
和
歌
と
俳
句
の
情
報
伝
達
の
特

徴
を
主
に
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
連
し
て
見
て
み
た
い
。

�

人
は
い
さ

心
も
知
ら
ず

ふ
る
さ
と
は

花
ぞ
昔
の

香
に
に
ほ
ひ
け
る

（
紀
貫
之
）

和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
未
知
情
報
扱
い
の
ガ
の
使
用
が
ご
く
稀
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
既
知
情
報
扱
い
の
ハ
は
広

く
使
わ
れ
、
な
か
な
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
二
つ
の
ハ
が
使
わ
れ
、
情
報
伝
達
の
視
点
で
見
れ

ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
主
題
の
「
人
」
と
「
ふ
る
さ
と
」
を
既
知
情
報
と
し
て
扱
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
で
作
者
の
視
点
か
ら
は
、「
人
」
と
「
ふ
る
さ
と
」
は
知
ら
な
い
情
報
で
は
な
く
、
自
分
の
経
歴
や
体
験
で
、
あ
る
特
定
の
意
味

を
持
つ
古
い
情
報
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
背
景
の
情
報
と
し
て
、
山
口
明
穗
氏
（
一
九

八
七
）
は
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
つ
い
て
の
解
釈
の
中
で
次
の
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
者
の
紀
貫
之
が

久
し
ぶ
り
に
奈
良
桜
井
の
長
谷
寺
を
訪
れ
、
曽
て
泊
っ
た
こ
と
の
あ
る
宿
を
訪
ね
た
時
、
宿
の
主
人
は
迎
え
出
て
些
か
皮
肉
っ
た
口
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ぶ
り
で
「
私
の
家
は
こ
の
と
お
り
な
の
に
長
く
お
い
で
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
。
こ
れ
の
答
え
に
紀
貫
之
は

こ
の
歌
を
作
っ
て
な
か
な
か
意
味
深
い
答
え
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
の
「
人
」
と
「
ふ

る
さ
と
」
は
特
定
の
意
味
を
持
つ
既
知
情
報
で
、
ハ
で
既
知
情
報
と
扱
う
の
は
ご
く
自
然
な
扱
い
方
で
あ
ろ
う
。
既
知
情
報
の
扱
い

に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
自
ら
体
験
し
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
限
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
、
長
い
間
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
経

歴
や
体
験
は
多
く
の
場
合
、
既
知
情
報
を
判
断
す
る
う
え
で
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
同
じ
自
然
環
境

や
社
会
文
化
に
根
ざ
し
た
、
同
じ
自
然
観
や
審
美
観
を
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
共
同
認
知
の
対
象
も
ハ
の
既
知
情
報
扱
い
を
判
断
す

る
う
え
で
も
う
一
つ
の
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
感
や
共
同
認
知
に
基
づ
い
て
、
は
や

く
冒
頭
の
文
に
主
題
を
既
知
情
報
と
扱
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
新
し
い
情
報
の
感
触
を
発
す
る
の
は
、
和
歌
と
俳
句
に
よ
く
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

�

花
の
色
は

移
り
に
け
り
な

い
た
づ
ら
に

わ
が
身
世
に
ふ
る

な
が
め
せ
し
ま
に

（
小
野
小
町
）



秋
は
来
ぬ

も
み
ぢ
は
宿
に

ふ
り
し
き
ぬ

（６９）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



道
ふ
み
わ
け
て

と
ふ
人
は
な
し

（
作
者
不
明
）

見
て
い
る
よ
う
に
、
二
首
の
歌
は
冒
頭
の
句
に
ハ
で
主
題
を
既
知
情
報
と
扱
っ
て
、
次
の
新
し
い
情
報
と
し
て
の
感
触
を
導
き
出

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
に
何
の
先
行
の
文
脈
が
な
い
の
に
、
い
き
な
り
ハ
で
既
知
情
報
と
扱
っ
て
始
め
る
の
は
、
わ
か
り
か
ね

る
感
じ
が
な
い
の
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
ハ
で
既
知
情
報
と
扱
う
関
連
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の
扱
い
方
は
何
の

不
自
然
な
こ
と
も
な
い
。
関
連
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
歌
に
顕
在
し
な
く
て
も
、
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
外
に
も
求
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
�
の
歌
で
は
、
主
題
を
と
り
ま
く
言
外
の
現
実
情
景
や
社
会
文
化
的
背
景
の
知
識
か
ら
考
え
れ
ば
、「
花
の
色
」
は

別
の
花
で
は
な
く
、
み
ん
な
の
切
な
い
感
情
を
こ
め
た
周
知
共
感
の
桜
で
、
こ
れ
を
新
し
い
情
報
と
扱
う
は
ず
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、「
花
の
色
」
と
い
う
主
題
は
作
者
が
目
の
前
に
映
っ
て
い
る
現
実
情
景
と
捉
え
て
い
る
も
の
で
、
あ
り
あ
り
と
目
の
前

に
映
っ
て
い
る
現
実
情
景
は
新
し
い
情
報
と
扱
う
は
ず
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
和
歌
と
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
周
知
共
感
の
自
然
物

と
目
の
前
に
映
っ
て
い
る
現
実
情
景
を
既
知
情
報
の
主
題
と
扱
っ
て
、
次
の
よ
り
重
要
な
伝
達
情
報
と
し
て
の
所
感
を
展
開
さ
せ
る

の
は
よ
く
見
ら
れ
る
パ
タ
ン
で
、
表
現
の
効
果
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、

の
歌
で
は
、「
秋
」
と
「
も
み
ぢ
」
の

主
題
を
ハ
で
既
知
情
報
と
扱
う
の
も
、
�
の
歌
と
似
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
関
連
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
言
外
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
長
い
間
に
築
か
れ
て
き
た
自
然
観
か
ら
言
う
と
、「
秋
」
は
ま
る
で
自
然
の
万
物
が
衰
え
に
移
り
変
わ
る
世
界

で
、
そ
こ
に
生
命
の
盛
り
か
ら
衰
え
へ
の
哀
わ
れ
、
さ
び
、
わ
び
な
ど
の
情
調
が
切
に
感
じ
ら
れ
、
そ
し
て
長
い
間
に
そ
れ
を
共
に

体
験
し
た
り
感
動
し
た
り
し
て
、「
秋
」
は
既
に
み
ん
な
の
既
知
共
感
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
既
知
共
感
の
世
界
を
更
に

新
し
い
情
報
と
し
て
扱
う
由
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
見
て
み
れ
ば
、
秋
に
関
わ
る
和
歌
と
俳
句
は
実
に
多
く
、
百
人
一
首
の
最
初
の
歌
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の
「
秋
風
に
た
な
び
く
雲
の
絶
え
間
よ
り
も
れ
い
づ
る
月
の
影
の
さ
や
け
や
」（
藤
原
顕
輔
）
を
は
じ
め
、「
人
住
ま
ぬ
不
破
の
関
屋

の
板
び
さ
し
あ
れ
に
し
後
は
た
だ
秋
の
風
」（
藤
原
良
経
）、「
秋
深
し
隣
は
何
す
る
人
ぞ
」（
芭
蕉
）
な
ど
の
よ
う
に
、
秋
に
格
別
な

思
い
が
寄
せ
ら
れ
、
同
一
の
自
然
観
や
審
美
観
を
映
す
一
つ
共
感
の
世
界
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
も
み
ぢ
」
は
秋
の
風
物
詩
と
し
て

昔
か
ら
人
人
に
愛
さ
れ
歌
わ
れ
、
こ
れ
も
新
し
い
情
報
と
し
て
扱
う
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
長
い
間
に
積
み
重
ね
ら

れ
た
経
歴
、
体
験
及
び
共
同
認
知
な
ど
は
重
要
な
非
言
語
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
情
報
判
断
の
背
景
知
識
と
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
て
い
く
う
え
で
、
か
け
が
え
の
な
い
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ

う
な
例
は
俳
句
に
も
見
ら
れ
る
。

�

鯛
は
花
は

見
ぬ
里
も
有

け
ふ
の
月

（
井
原
西
鶴
）

こ
れ
も
冒
頭
に
ハ
を
付
け
て
主
題
を
既
知
情
報
と
扱
う
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
既
知
情
報
と
判
断
す
る
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
言
え
ば
、
ま
ず
「
鯛
」
は
め
で
た
い
魚
と
し
て
日
本
の
食
文
化
の
一
部
分
に
も
な
る
も
の
で
、
ま
た
「
花
」
は
周
知
の
桜
で
、

い
ず
れ
も
社
会
文
化
的
共
同
認
知
を
こ
め
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
を
未
知
情
報
と
扱
う
由
も
な
く
、
ハ
が
こ
こ
で
果
し
て
い
る
の
は
主

に
主
題
を
古
い
情
報
と
扱
い
、
次
の
題
述
の
よ
り
重
要
な
情
報
を
導
き
出
す
役
割
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
と
ガ
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
が
あ
る
が
、
情
報
伝
達
の
視
点
で
は
、
ハ
と
ガ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
既
知
情
報
と
未

知
情
報
の
伝
達
機
能
を
持
つ
の
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
言
え
て
も
、
一
つ
だ
け
の
視
点
に
拘
わ
ら
ず
、
言
語
の
内
外
に
あ

る
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
試
み
を
よ
り
広
め
て
い
く
べ
き
も
の
だ
と
思
う
が
、
和
歌
と
俳
句
か
ら
ハ
の
既
知
情
報
の
伝

（７１）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



達
機
能
を
見
る
の
も
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
立
ち
入
っ
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
疑
問
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
が
、
和

歌
と
俳
句
に
現
れ
る
既
知
情
報
の
ハ
の
使
用
状
況
と
未
知
情
報
の
ガ
の
使
用
状
況
を
見
て
み
れ
ば
、
未
知
の
ガ
よ
り
既
知
の
ハ
の
使

用
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。「
百
人
一
首
」
に
お
け
る
主
題
を
表
す
ハ
と
主
部
を
表
す
ガ
の
使
用
状
況
を
調
べ
て
み
た
ら
、

ハ
が
冒
頭
に
使
わ
れ
る
も
の
は
九
首
の
九
か
所
で
、
文
中
文
末
に
使
わ
れ
る
も
の
は
二
十
五
首
の
二
十
八
か
所
に
わ
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ガ
が
使
わ
れ
る
の
は
十
首
の
十
二
か
所
で
あ
る
が
、
主
格
と
し
て
の
使
い
方
は
一
つ
も
見
つ
か
ら
ず
、
た
だ
「
わ

が
身
、
わ
が
袖
、
わ
が
涙
、
君
が
た
め
」
な
ど
の
よ
う
に
、
連
体
修
飾
と
し
て
の
使
い
方
し
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
助
詞
の
歴
史
的
変
遷
に
よ
る
使
い
方
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
既
知
共
感
の
世
界
で
の
ハ
の
既
知
情
報
伝
達
機
能
の
格
別

な
使
い
方
も
い
く
ら
か
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
か
ら
、
和
歌
と
俳
句
に
よ
く
見
ら
れ
る
体
言
止
め
の
使
い
方
は
、
テ
ク
ス
ト
の
点
的
暗
示
、
隠
喩
の
表
現
の
特
徴
を
示
す
も

の
と
思
う
が
、
そ
れ
を
情
報
伝
達
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
情
報
伝
達
の
特
徴
も
見
ら
れ
る
。
和
歌
と
俳
句
の

テ
ク
ス
ト
を
見
て
み
れ
ば
、
全
体
が
一
つ
の
文
に
な
る
も
の
も
め
ず
ら
し
く
な
く
、
体
言
止
め
が
使
わ
れ
る
場
合
、
全
体
が
一
つ
の

連
体
修
飾
文
の
よ
う
に
見
え
、
体
言
止
め
の
体
言
は
被
修
飾
語
の
中
心
語
と
な
っ
て
、
強
調
さ
れ
る
意
味
は
特
に
強
い
よ
う
で
あ

る
。
一
方
、
文
の
情
報
配
列
の
規
則
で
言
え
ば
、
通
常
、
既
知
情
報
↓
未
知
情
報
↓
焦
点
情
報
の
よ
う
に
な
る
も
の
で
、
焦
点
の
情

報
は
常
に
文
末
に
移
さ
れ
、
文
末
の
焦
点
の
エ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
カ
ス
（end

―focus

）
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
体
言
止
め
の

使
い
方
に
照
し
て
み
れ
ば
、
ど
う
も
こ
の
エ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
特
徴
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

�

春
の
苑

く
れ
な
い
に
ほ
ふ
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桃
の
花

し
た
照
る
道
に

出
で
立
つ
を
と
め

（
大
伴
家
持
）

�

行
く
秋
の

大
和
の
国
の

薬
師
寺
の

塔
の
上
な
る

一
片
の
雲

（
佐
佐
木
信
綱
）

�

ふ
る
さ
と
の

寺
の
畔
の

ひ
ば
の
木
の

い
た
だ
き
に
き
て

啼
き
し
閑
古
鳥

（
石
川
啄
木
）

見
て
い
る
よ
う
に
、
三
つ
の
歌
は
体
言
止
め
で
、
そ
の
前
に
長
い
連
体
修
飾
文
が
来
て
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
一
つ
の
連
体
修
飾
文

の
よ
う
に
見
え
、
文
末
の
体
言
が
被
修
飾
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
る
で
被
写
体
を
映
す
よ
う
に
、
周
辺
の
要
素
（
例
え

ば
、
時
間
的
・
空
間
的
描
写
）か
ら
次
第
に
中
心
的
被
写
体
に
集
中
し
て
い
く
形
で
、
フ
ォ
ー
カ
ス
の
効
果
が
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
表
現
の
特
徴
は
和
歌
と
俳
句
に
限
ら
ず
、
広
く
日
本
語
の
表
現
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
中
島
文
雄
氏

（７３）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



（
一
九
八
七
）
は
『
日
本
語
の
構
造
』
の
中
で
こ
の
表
現
の
特
徴
を
「
求
心
的
で
、
日
本
的
発
想
」
だ
と
説
い
て
い
る
が
、
情
報
伝

達
の
特
徴
か
ら
言
え
ば
、
文
末
の
被
写
体
は
エ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
カ
ス
に
な
る
も
の
で
、
こ
れ
は
体
言
止
め
の
修
辞
法
の
働
き
と
重

な
っ
て
、
表
現
の
効
果
が
高
め
ら
れ
る
役
割
だ
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
体
言
止
め
の
エ
ン
ド
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
表
現

効
果
の
こ
と
も
あ
っ
て
、「
三
夕
の
歌
」
や
「
古
池
や
」
な
ど
の
体
言
止
め
の
名
歌
名
句
の
よ
う
に
、
そ
の
余
韻
や
余
情
は
一
段
と

高
め
ら
れ
、
何
百
年
も
何
千
年
も
長
く
響
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
芭
蕉
の
俳
句
と
思
わ
れ
る
次
の
も
の
の
よ
う
に
、
情
報
伝
達
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
な
か
な
か
表
現
の
特
徴
の
あ
る
も
の

と
思
う
。

�

松
島
や

あ
あ
松
島
や

松
島
や

（
芭
蕉
）

見
れ
ば
、
こ
れ
は
同
語
反
復
の
よ
う
な
使
い
方
で
、
省
略
の
文
学
の
視
点
か
ら
は
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
活
動
の
協
調
の
原
理
（
例
え
ば
、
グ
ラ
イ
ス
の
協
調
の
原
理
）
か
ら
は
明
か
に
量
の
公
理
に
背
い
た
も
の
で
、
必
要
以
上
の

情
報
の
量
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
言
外
に
な
ん
ら
か
の
含
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
情
報
伝
達
の
視
点
で
見
れ
ば
、
こ
の
俳
句
は
何

の
新
し
い
情
報
も
伝
え
ら
れ
な
く
、
冗
語
的
表
現
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
一
の
情
報
の
「
松
島
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
の
く
り
か
え

し
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
が
特
に
強
調
さ
れ
、「
松
島
」
に
対
し
て
、
論
理
的
意
味
の
表
現
の
展
開
で
は
な
く
、
感
情
的
意
味
の
表
現

が
示
さ
れ
、
そ
の
感
情
に
作
者
の
「
松
島
」
に
対
す
る
名
状
し
が
た
い
感
銘
が
こ
め
ら
れ
、
感
銘
の
対
象
に
つ
い
て
、
新
し
い
情
報

の
付
け
加
え
の
説
明
と
い
う
よ
り
、
対
象
の
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
く
り
か
え
し
て
感
情
的
情
報
を
伝
え
る
ほ
う
が
よ
り
表
現
力
が
強
い
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と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
冗
語
的
情
報
の
一
効
用
だ
と
思
わ
れ
る
。

諸
例
に
照
し
て
見
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
と
俳
句
に
見
ら
れ
た
情
報
伝
達
の
特
徴
は
和
歌
と
俳
句
の
効
果
的
表
現
に
つ
な
が
る
も

の
で
、
三
十
一
音
節
と
十
七
音
節
で
綴
ら
れ
た
短
か
い
詩
文
で
あ
る
が
、
そ
の
音
節
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は
も
う
言
葉
の
意
味
論
的

意
味
（
言
内
の
意
味
）
を
越
え
て
語
用
論
的
意
味
（
言
外
の
意
味
）
の
色
が
強
く
、
そ
の
語
用
論
的
意
味
の
中
核
に
あ
る
の
は
日
本

の
社
会
文
化
に
根
ざ
し
て
築
か
れ
た
多
種
多
様
の
審
美
理
念
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
和
歌
と
俳
句
は
意
味
論
の
世
界
で
は
な

く
、
語
用
論
の
世
界
で
、
精
神
の
世
界
で
、
こ
の
世
界
を
読
み
取
る
に
は
、
言
内
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
も
と
よ
り
、
言
外
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
も
よ
り
欠
か
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

４

お
わ
り
に

言
葉
は
社
会
文
化
を
映
す
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
は
正
に
そ
の
通
り
で
、
表
現
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
示
さ
れ
、

特
に
和
歌
と
俳
句
は
言
葉
の
表
現
と
社
会
文
化
的
情
報
の
伝
達
が
密
切
に
結
合
し
た
テ
ク
ス
ト
で
、
そ
こ
に
日
本
人
の
独
特
な
審
美

観
や
世
界
観
が
映
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
表
現
の
論
理
性
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
三
十
一
音
節
と
十
七
音
節
で
構
築
さ

れ
て
い
る
の
は
、
明
確
な
線
的
論
理
の
世
界
で
は
な
く
、
常
に
明
確
な
ら
ざ
る
点
的
論
理
の
世
界
で
、
こ
の
世
界
は
暗
示
性
と
隠
喩

性
が
主
た
る
色
で
、
点
と
点
は
必
ず
し
も
論
理
的
に
連
続
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
点
的
暗
示
と
隠
喩
に
よ
っ
て
、
文
字

通
り
の
意
味
よ
り
そ
れ
以
上
の
よ
り
豊
か
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
に
レ
ト
リ
ッ
ク
の
表
現
法
と
し
て
使
わ
れ
る
縁
語
、
掛
詞
、

体
言
止
め
な
ど
に
よ
っ
て
、
和
歌
と
俳
句
の
特
徴
を
表
現
す
る
う
え
で
、
さ
ら
に
効
果
的
な
表
現
力
が
示
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
と
俳

（７５）

日
本
の
和
歌
と
俳
句
を
語
用
論
の
視
点
で
読
ん
で
み
る
―
―
―

中
国
の
近
体
詩
と
の
対
照
を
兼
ね
て



句
は
余
韻
と
余
情
の
情
報
を
伝
え
る
詩
歌
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
読
む
時
に
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
顕
在
し

て
い
る
言
語
的
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
外
に
潜
在
し
て
い
る
非
言
語
的
情
報
も
よ
り
重
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

う
。
和
歌
と
俳
句
は
日
本
文
学
、
文
化
の
珠
玉
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
の
独
特
な
審
美
観
や
世
界
観
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
窓
口

で
も
あ
り
、
こ
の
窓
口
か
ら
言
葉
と
文
化
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
学
べ
る
と
思
う
。
本
論
は
浅
学
で
、
必
ず
し
も
当
を
得
た

論
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
見
解
と
理
解
を
深
め
た
い
と
思
う
。
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