
一
「
つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
を
抽
出
す
れ
ば
、
連
歌
と
俳
譜
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
本
来
、
連
歌
と
俳
譜
と
は
、
一
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て
考
究
さ
る

今
く
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
特
に
連
歌
だ
け
に
限
り
、
そ
の
う
ち
で
も
、

二
条
良
基
以
下
の
い
わ
ゆ
る
純
正
連
歌
に
視
界
を
し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

、
、
、
、
、

注
②

か
つ
て
連
歌
の
う
け
と
り
方
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

要
旨
は
、
連
歌
は
五
七
五
、
あ
る
い
は
七
七
に
、
前
者
の
場
合
は
七
七
を
、
後

者
の
場
合
は
五
七
五
を
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
味
わ
う
場
合
、
前
者
の

場
合
も
、
後
者
の
場
合
も
、
和
歌
を
味
わ
う
よ
う
に
五
七
五
、
七
七
と
、
い
わ

ゆ
る
上
の
句
か
ら
下
の
句
へ
と
よ
み
味
わ
う
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う
こ

注
し

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
連
歌
が
創
作
さ
れ
る
場
合
、
七
七
を
前
句
と
し

て
、
五
七
五
を
つ
け
る
作
者
は
、
自
己
の
つ
く
る
句
を
、
前
句
を
下
の
句
と
す

、
、
、
、
、
、
、
、

る
一
首
の
和
歌
の
上
の
句
よ
う
の
も
の
と
意
識
し
て
創
作
し
た
か
ど
う
か
、
と

も
い
い
か
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
和
歌
的
上
下
句
意
識
と
で
も
い
っ
て

お
こ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
研
究
さ
れ
た
り
、
発
表
さ
れ
た
り
し
た
こ
と

は
な
い
が
、
普
通
の
考
え
方
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
和
歌
的
上
下
句
意
識
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
五
七
五
↓
七
七
、
七
七
↓
五
七
五
、
そ
の
ま
ま
に
順
序
に
よ

み
味
わ
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
創
作
の

時
間
的
経
過
に
し
た
が
う
の
が
当
然
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
自
明
の
こ
と
と

連
歌
付
合
の
意
識

一 一

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
③

と
こ
ろ
が
、
和
碓
的
上
下
句
意
識
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
は
能
勢
朝
次
で

あ
っ
た
。

刈
田
の
後
の
山
ぞ
さ
び
し
き
右
大
弁

捨
て
我
こ
こ
ろ
と
や
身
を
忘
る
ら
ん
任
阿

と
い
う
句
を
、
「
捨
て
我
心
と
や
身
を
忘
る
ら
ん
刈
田
の
後
の
山
ぞ
さ
び
し

き
と
い
う
よ
う
な
短
歌
的
な
世
界
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
を

し
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
問
題
を
純
正
連
歌
の
世
界
に
か
ぎ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

二
五
七
五
↓
七
七
の
場
合
、
そ
の
付
合
が
和
歌
的
意
識
に
立
っ
て
い
る
か
ど

か
、
は
い
ま
問
わ
な
い
と
す
る
と
、
読
み
進
む
方
向
に
問
題
は
な
い
。
そ
こ
で

問
題
は
七
七
↓
五
七
五
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。

イ
「
い
や
し
き
身
霄
」
そ
あ
る
も
し
ら
れ
ね

月
か
く
す
雲
に
は
風
の
ま
じ
は
り
て

此
連
歌
、
先
の
句
に
仕
候
如
く
賎
し
き
身
こ
そ
有
も
し
ら
れ
ね
と
云
に
月
か

く
す
と
付
、
有
も
知
ら
れ
ね
と
云
は
利
き
心
也
、
か
や
う
に
別
の
事
な
れ
共
、

注
一
佳

詞
の
便
に
て
取
寄
す
れ
ば
付
也
」
（
知
連
抄
）
。
こ
の
付
合
は
前
句
の
う
ち

「
あ
る
も
し
ら
れ
ね
」
だ
け
に
「
雲
に
か
く
れ
た
月
」
を
持
っ
て
き
て
つ
け

た
。
一
種
な
ぞ
と
き
の
如
き
付
合
で
あ
る
。
こ
う
い
う
句
を
五
七
五
↓
七
七

岡
本
彦
一
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と
．
首
の
和
歌
の
ご
と
く
朗
吟
」
し
て
み
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
な
ぞ
と
き
に
近
い
の
で
あ
る
か
ら
「
月
か
く
す
雲
に
は
風
の
ま
じ
は

り
て
」
、
な
る
ほ
ど
「
あ
る
も
し
ら
れ
ね
」
か
、
と
合
点
す
る
こ
と
は
あ
り
得

る
。
こ
の
と
き
で
も
付
句
の
「
風
の
ま
じ
は
り
て
」
は
あ
ま
り
意
味
は
な
い
の

だ
が
。
そ
し
て
こ
の
合
点
と
い
う
の
は
、
付
合
自
体
で
は
な
く
て
、
付
合
の
知

的
理
解
の
一
種
、
ま
た
は
種
明
か
し
に
す
ぎ
な
い
。

「
と
し
の
さ
む
き
を
松
ぞ
お
ち
は
す

時
を
え
て
つ
か
ふ
る
人
や
見
え
つ
ら
ん

是
は
本
文
に
云
、
勁
松
顕
年
寒
忠
臣
見
国
危
此
心
也
」
（
知
連
抄
）
・
五

七
五
↓
七
七
で
は
味
が
な
い
。
や
は
り
詩
の
句
通
り
の
順
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
あ
る
掻
里
に
も
海
士
や
す
む
ら
ん

繋
べ
き
心
な
き
か
は
は
な
れ
と
ま

是
、
尤
当
世
の
連
歌
也
、
荒
る
夢
に
駒
、
海
士
に
心
な
き
と
分
て
付
也
、
前

句
の
心
に
て
は
な
け
れ
共
、
た
ｇ
寄
合
ば
か
り
を
付
渡
也
」
（
知
連
抄
）
・

「
分
句
」
と
い
う
「
句
作
」
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
い
う
付
合
に
な

る
と
、
前
句
と
付
句
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
意
味
は
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の

意
味
上
で
の
関
係
は
全
然
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
句
は
五
七
五
↓
七
七
と
よ

ん
で
み
て
も
仕
方
が
な
い
。

春
夏
秋
二
風
ゾ
ヵ
ワ
レ
ル

雪
ノ
ト
キ
サ
テ
イ
カ
ナ
ラ
ム
峯
ノ
松
侍
公

花
ノ
後
青
葉
ナ
リ
シ
ガ
紅
葉
シ
テ
周
阿

こ
の
例
に
は
「
歌
合
ヨ
ム
ニ
ハ
、
飾
リ
フ
ル
マ
ワ
デ
題
ヲ
握
ツ
メ
テ
読
、
常

ノ
題
ノ
歌
ニ
ハ
変
ル
ベ
、
ン
、
（
中
略
）
歌
ノ
如
ク
前
ノ
句
ヲ
握
ツ
メ
テ
飾
振
舞

ワ
デ
諸
人
ノ
耳
ニ
ヲ
ッ
ル
様
二
可
付
也
」
（
長
短
抄
）
と
の
説
明
が
つ
い
て
い

る
。
一
つ
の
前
句
に
数
人
の
人
が
つ
け
る
と
き
に
は
、
競
詠
に
な
る
わ
け
だ
か

ら
、
和
歌
で
同
一
の
題
で
競
詠
す
る
場
合
を
想
定
し
て
、
そ
の
前
句
を
歌
の
題

に
比
し
て
説
い
て
い
る
・
前
句
は
題
だ
。
こ
の
例
の
場
合
、
付
句
は
、
と
に
か

く
、
四
季
の
変
化
を
よ
め
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

以
上
は
知
連
抄
、
長
短
抄
と
い
う
連
歌
の
学
書
か
ら
引
例
し
て
、
付
合
は
か

な
ら
ず
し
も
五
七
五
↓
↓
七
七
意
識
で
な
い
こ
と
、
逆
に
、
七
七
↓
五
七
五
意

識
も
あ
り
得
る
こ
と
を
示
し
た
。

ロ
「
春
を
い
そ
ぐ
も
た
ゞ
花
の
た
め

秋
と
を
き
う
ら
わ
か
草
の
野
へ
を
見
て

前
句
の
、
春
を
い
そ
ぐ
と
は
、
春
に
と
く
な
れ
か
し
と
い
へ
る
を
、
引
か
へ

て
、
い
か
に
も
、
い
そ
き
過
き
よ
か
し
若
草
の
秋
の
花
を
見
侍
ら
ん
に
と
よ

性
⑮

せ
侍
り
、
前
句
を
引
か
へ
、
あ
ら
ぬ
方
へ
つ
け
侍
る
、
一
の
粉
骨
也
（
芝
草
句

内
岩
橋
上
息
。
こ
の
解
説
に
よ
る
と
、
付
句
の
意
味
は
、
そ
の
花
と
い
う
の
は

い
ま
（
春
）
か
ら
は
速
い
先
の
秋
の
若
草
の
野
辺
の
花
、
そ
の
花
を
は
る
か
に

想
い
や
っ
て
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
意
味
の
上
か
ら
も
七
七
↓
五
七

五
と
つ
づ
く
の
だ
が
、
さ
て
付
合
の
解
説
で
、
こ
の
よ
う
に
七
七
↓
五
七
五
と

順
に
進
ん
だ
解
説
は
あ
ま
り
な
い
。

ハ
「
月
さ
む
し
と
ふ
ら
ひ
来
ま
す
人
も
哉

野
寺
の
か
ね
の
と
を
き
秋
の
夜

心
は
、
は
る
か
な
る
野
寺
の
か
ね
の
物
さ
ひ
し
き
秋
の
夜
、
月
は
冷
し
く

さ
よ
ふ
け
た
ら
ん
こ
ろ
、
と
ふ
ら
ひ
き
ぬ
る
人
も
が
な
と
思
ふ
心
哀
深
く
や
」

（
老
の
す
さ
み
）
・

「
あ
は
れ
に
も
真
柴
折
た
く
ゆ
ふ
ま
蟇

す
み
う
る
市
の
か
へ
る
さ
の
山

二
九
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世
を
わ
ひ
ぬ
る
し
つ
の
山
か
つ
は
、
日
夜
こ
強
ろ
を
つ
く
し
て
、
や
き
ぬ
る

炭
を
は
、
世
わ
た
る
よ
す
か
に
、
う
り
つ
く
し
て
帰
り
侍
り
ぬ
る
夕
に
は
、
お

の
が
身
を
ば
、
真
柴
な
と
に
て
、
ふ
す
へ
侍
る
あ
は
れ
を
」
（
芝
草
句
内
岩
橋

Ｌ
’
一
）
○

以
上
は
五
七
五
↓
七
七
の
付
合
の
場
合
、
こ
れ
を
逆
に
解
説
し
た
例
で
あ
る
。

だ
い
た
い
、
連
歌
の
付
合
の
解
説
は
、
前
句
の
意
味
か
ら
付
句
の
意
味
へ
と

（
五
七
五
↓
七
七
の
付
合
の
場
合
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
に
か
か

わ
ら
ず
）
順
に
解
説
し
た
の
は
少
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
の
解
説
が
圧
倒

的
に
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
付
合
の
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
句
は
、
五
七

五
Ｉ
Ｙ
七
七
の
付
合
の
場
合
よ
り
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
の
方
が
、
こ

れ
ま
た
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
際
、
五
七
五
↓
七
七
の
付
合
の
場
合
で
さ
え
、

前
記
の
よ
う
に
短
句
よ
り
長
句
へ
か
え
っ
て
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
、
長
句
よ
り
短
句
へ
か
え
っ
て
解
説
し
て
あ
る

の
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
こ
で
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
。
へ
て
連
歌
の
付
合
に
は
多
か
れ
少
な
か

れ
、
な
ぞ
と
、
き
的
要
素
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
解
説
と
し
て
、
こ
れ
を
説
き
あ

注
⑥

か
す
に
は
、
逆
に
か
え
っ
て
説
明
し
た
方
が
便
利
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
は
発
想
に
お
け
る
祁
歌
的
上
下
句
意
識
の
有
無
を
根
拠
づ
け
る
き
め
手
に

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
の
決
定
づ
け
の
根
拠
と
利
用
し
よ
う
と
す

れ
ば
で
き
る
が
。
、
た
だ
ち
に
、
そ
の
反
対
に
も
利
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
、
逆
順
の
説
明
は
、
こ
の
な
ぞ
と
き
要
素
の

ほ
か
、
和
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、
中
途
の
句
か
ら
、
初
句
へ
か
え
っ
て
解
釈
す

る
方
が
わ
か
り
の
よ
い
発
想
が
あ
る
。
こ
う
し
た
和
歌
的
技
法
、
特
に
下
の
句

か
ら
初
句
へ
続
く
よ
う
な
発
想
技
法
が
連
歌
発
想
の
技
法
と
し
て
取
り
入
れ
ら

三
○

れ
た
と
見
る
見
方
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

二
知
連
抄
は
三
俵
五
体
を
説
い
た
も
の
で
、
三
儀
を
一
て
に
は
、
二
句
作
、

三
寄
合
と
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
て
に
は
」
に
「
六
次
第
」
と
「
此
外
三
種
有

也
」
と
し
て
、
そ
れ
そ
れ
説
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
う
ち
「
う
け
と
り

て
に
は
」
（
計
て
に
は
）
は
五
七
五
↓
七
七
の
付
合
の
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ

以
外
は
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
諸
て
に
は
」
は
、

そ
の
次
の
「
か
け
て
に
は
」
と
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
か
け
て
に

は
‐
一
解
説
の
た
め
に
六
次
第
の
な
か
に
取
り
あ
げ
た
と
さ
え
見
え
る
も
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
「
て
に
は
」
と
い
う
の
は
寄
合
が
な
く
て
も
付
合
に
な
り
得
る

例
な
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
長
句
末
か
ら
短
句
上
へ
の
連
続
を
も
っ
て
付
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
も
ろ
く
な
り
ゆ
く
花
の
ゆ
ふ
か
ぜ
↓
う
き
を
し
る
袖
の
な
み
だ
の

日
に
そ
へ
て
」
、
こ
れ
は
「
歌
て
に
は
」
で
、
日
に
そ
へ
て
も
ろ
く
な
り
ゆ

く
、
と
意
味
の
上
で
つ
づ
く
。
「
通
脇
の
跡
た
え
は
つ
る
庭
の
雲
↓
ふ
り
ぬ
る

宿
を
た
れ
か
と
ふ
ら
ん
」
、
こ
れ
は
「
諸
て
に
は
」
で
、
雪
降
る
と
か
け
こ
と

ば
風
に
つ
づ
く
。
こ
の
逆
が
「
か
け
て
に
は
」
で
「
す
む
か
ひ
も
な
き
草
の
庵

か
な
↓
は
や
む
す
ぶ
岩
屋
の
内
の
た
ま
り
水
」
、
水
澄
む
と
か
け
こ
と
ば
風
に

つ
づ
く
、
「
重
て
に
は
」
は
「
い
た
づ
ら
に
こ
そ
身
は
ふ
り
に
け
れ
↓
月
影
の

ひ
ま
も
る
や
ど
の
板
び
さ
し
」
、
板
ぴ
さ
し
い
た
づ
ら
に
と
音
調
が
つ
づ
く
。

以
上
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
長
句
末
と
短
句
上
と
の
紋
き
工
合
は
種
々
で
あ

る
と
し
て
、
と
も
か
く
何
等
か
の
関
係
で
長
句
末
と
短
句
上
、
特
に
七
七
↓
五

七
五
の
付
合
の
場
合
の
つ
づ
け
方
が
「
て
に
は
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
て
に
は
」
は
「
長
短
抄
」
や
「
連
歌
諸
体
秘
伝
抄
」
等
、
後
の
学
者

に
ひ
き
つ
が
れ
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
「
長
短
抄
」
に
は
「
寄
合
ナ
ケ
レ
ド
モ
付

｜’



様
ア
リ
、
口
伝
ア
ル
ベ
シ
、
先
ウ
ヶ
ト
リ
テ
ニ
ハ
、
カ
ケ
テ
ニ
ハ
、
心
テ
ニ
ハ

ニ
テ
付
レ
バ
皆
寄
合
ト
ナ
ル
ナ
リ
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
て
に
は
」
は
「
寄
合
と

な
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
て
に
は
」
だ
け
を
見
る
と
、
七
七
↓
五
七
五
の
付

合
の
場
合
で
も
付
合
意
識
は
和
歌
的
上
下
句
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
見
ら

れ
る
。
付
句
で
あ
る
長
句
か
ら
前
句
で
あ
る
煙
句
に
か
え
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
「
似
塵
抄
」
に
よ
れ
ば
「
連
歌
は
心
よ
り
取
寄
る
を
第
一
と
し
、

寄
合
に
て
付
を
第
二
と
す
、
其
外
請
句
？
か
け
句
、
対
様
の
体
な
ど
申
は
稀
な

る
事
な
る
べ
し
」
と
あ
っ
て
、
請
句
、
か
け
句
を
特
別
な
も
の
と
し
て
い
る
。

す
る
と
「
知
連
抄
」
の
「
て
に
は
」
は
特
別
な
付
合
の
説
明
で
あ
る
と
い
う
一
」

と
に
な
る
。
こ
れ
を
更
に
押
し
て
考
え
る
と
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合

に
、
付
句
で
あ
る
長
句
末
か
ら
前
句
で
あ
る
短
句
上
に
こ
と
ば
が
つ
づ
く
と
い

う
特
殊
付
合
で
あ
る
が
故
に
「
寄
合
と
な
る
」
と
‐
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は

行
き
過
ぎ
た
考
え
方
か
も
知
れ
ぬ
が
。

以
上
述
べ
来
つ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
に
お
い

て
、
長
句
↓
短
句
と
．
首
の
和
歌
の
ご
と
く
朗
吟
」
す
れ
は
「
短
歌
的
世
界

を
つ
く
り
出
す
」
と
い
う
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
に
た
っ
て
創
作
さ
れ
た
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
、
学
書
や
自
句
自
釈
、
付
合
解
説
等
に
よ
っ
て
、
付

合
を
検
証
す
る
と
き
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
に
よ
っ
て
の
み
創
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
い
切
れ
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
引
き
出
さ
れ
た
と

思
う
。
こ
れ
は
俳
話
だ
が
、
「
し
ろ
さ
う
し
」
に
「
師
の
い
は
く
、
た
と
え
ば

奇
仙
は
三
十
六
歩
也
。
一
歩
も
あ
と
に
帰
る
心
な
し
」
と
あ
る
、
そ
の
コ
歩

も
あ
と
に
帰
る
心
な
し
」
を
文
字
通
り
い
い
き
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
付
合

の
「
心
」
に
お
い
て
は
前
進
の
み
が
あ
る
わ
け
だ
が
。

三
こ
こ
で
付
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
↑
」
と
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た

い
。
精
し
い
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
、
つ
け
る
と
い

う
こ
と
に
は
、
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
が
独
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
独
立
す
る
と
い
う
の
は
作
者
の
手
を
は
な
れ
て
、
そ
れ
自
体

注
⑬

が
解
程
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
「
は
な
れ
る
」
こ
と
が

「
そ
う
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
入
っ
て
く
る
。
ぴ
っ
た
り
と
付
い
た
の

で
は
か
え
っ
て
付
い
た
と
い
う
意
識
は
う
す
ら
ぐ
。
そ
こ
に
あ
る
程
度
の
離
れ

る
が
あ
っ
て
始
め
て
、
付
く
意
識
が
明
確
化
さ
れ
る
。
「
春
霞
か
す
み
て
い
に

し
」
の
歌
の
話
に
し
て
も
、
初
句
が
歌
題
に
は
ず
れ
て
い
た
と
い
う
一
‐
－
と
と
共

に
、
つ
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
し
、
↑
」
れ
は
ま
た
直
ち
に
歌
の
題
と
作
品
と

の
関
係
と
も
な
っ
て
く
る
。
似
た
よ
う
な
例
に
移
れ
ば
、
近
代
詩
に
お
け
る
行

分
け
、
行
間
に
お
け
る
味
、
あ
る
い
は
広
告
、
宣
伝
の
場
合
に
お
け
る
二
句
の

表
現
、
と
い
う
ふ
う
な
も
の
に
「
つ
け
る
」
と
い
う
一
」
と
が
現
わ
れ
て
く
る
。

さ
き
に
注
で
や
や
精
し
く
述
べ
た
な
ぞ
と
き
の
心
理
な
ど
も
、
や
は
り
付
け
る

問
題
の
中
心
近
く
に
せ
ま
っ
て
く
る
。
以
上
の
こ
と
の
詳
説
は
避
け
て
、
こ
こ

で
は
会
話
に
し
ぼ
っ
て
考
察
を
試
み
よ
う
。

付
合
は
一
種
の
会
話
で
あ
る
。
「
連
歌
は
先
世
上
の
雑
談
の
返
答
を
な
す
に

似
た
り
。
き
て
も
昨
日
の
風
は
い
か
め
し
く
吹
き
つ
る
か
な
と
侍
ら
ぱ
、
さ
こ

そ
い
つ
く
の
花
も
残
ら
す
散
つ
ら
め
な
と
と
返
答
を
し
た
る
や
う
に
有
へ
き

也
。
又
至
極
の
後
は
西
と
い
へ
は
東
と
答
ろ
様
に
句
を
な
す
物
也
。
左
様
の
道

雄
⑧

は
尋
常
の
好
士
及
か
た
き
事
也
」
と
宗
祇
は
「
白
髪
集
」
に
述
守
へ
て
お
り
、
ま

た
、
心
敬
は
「
さ
■
め
ど
と
」
で
「
連
歌
は
前
句
の
よ
り
ざ
ま
に
て
定
句
な
ど

玄
妙
な
る
勺
へ
し
。
た
と
へ
ば
大
仏
は
南
都
に
あ
り
と
い
へ
覧
程
の
事
は
、
三
歳

の
嬰
児
も
知
る
な
る
べ
き
が
、
さ
れ
ど
も
沙
弥
が
北
野
の
宮
に
参
り
け
る
路
次

に
て
、
小
僧
北
野
に
参
ず
と
か
け
た
る
言
下
の
返
答
に
は
か
し
こ
き
詞
な
り
」

一
一
一
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と
い
う
。
心
敬
、
宗
祇
両
者
と
も
連
歌
を
世
上
の
会
話
に
た
と
え
、
そ
の
話
し

か
け
に
対
す
る
返
答
の
仕
様
に
連
歌
の
面
白
さ
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
古
来
、
連
欧
の
起
源
を
伊
邪
那
岐
神
、
伊
邪
那
美
神
の
唱

和
、
日
本
武
尊
と
火
焼
翁
の
問
答
、
大
伴
家
持
と
尼
と
の
合
作
に
求
め
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
皆
と
も
に
会
話
的
性
格
を
濃
厚
に
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
会
話

に
お
け
る
最
も
大
切
な
要
素
は
同
一
の
基
盤
に
た
つ
こ
と
と
、
離
れ
る
こ
と
と

で
あ
る
・
基
驍
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
話
は
通
じ
な
い
。
全
く
同
一
内
容
で
は
会

話
に
な
ら
ぬ
。
連
歌
の
付
合
も
原
理
的
に
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。
「
枕
冊
子
」

に
頭
中
將
よ
り
「
閏
省
花
時
錦
帳
本
」
と
い
っ
て
よ
こ
し
た
の
に
対
し
、
清
少

納
言
が
「
草
の
応
を
誰
か
た
づ
ね
ん
」
と
答
え
た
話
が
出
て
い
る
・
例
の
清
少

納
言
の
自
慢
話
が
大
げ
さ
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
実
際
、
会

話
ｉ
問
答
ｌ
な
ぞ
と
き
、
と
し
て
は
こ
れ
以
上
の
返
答
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
は
和
漢
（
漢
和
）
で
あ
る
。
独
立
し
た
二
句
が

相
対
し
て
、
一
種
、
「
西
と
い
へ
ぱ
東
」
の
て
い
を
な
し
て
い
る
。
「
更
級

日
記
」
に
あ
る
、
男
ど
も
が
「
花
見
に
行
く
と
君
を
見
る
か
な
」
と
い
い

お
↑
」
せ
た
に
対
し
て
、
作
者
が
「
千
ぐ
さ
な
る
心
な
ら
ひ
に
秋
の
野
の
」
と

注
砂

答
え
た
こ
の
連
歌
、
解
程
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
花
見
に
行
く
と
て
思

い
が
け
ず
美
し
い
君
を
見
る
こ
と
か
で
き
た
」
と
し
ゃ
れ
か
け
て
き
た
の
に
対

し
て
、
「
色
々
と
気
の
多
い
あ
な
た
の
御
心
の
習
癖
で
ね
」
と
答
え
た
と
見
る

の
が
よ
か
ろ
う
。
「
秋
の
野
の
」
は
前
句
の
「
花
」
に
つ
づ
く
、
い
わ
ば
知
連

抄
の
「
て
に
は
」
で
あ
る
。
五
七
五
の
付
句
か
ら
七
七
の
前
句
へ
一
首
の
和
歌

の
よ
う
に
解
し
て
は
全
く
味
の
な
い
も
の
に
な
る
。

い
ま
一
」
↑
」
で
連
歌
の
付
合
の
変
遷
史
葬
一
述
べ
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た

機
智
的
応
酬
と
い
う
短
連
歌
の
要
素
は
、
和
歌
的
情
趣
の
世
界
に
濃
厚
に
入
り

､

一
一
一
一
一

こ
ん
で
き
た
良
基
以
後
の
、
い
わ
ゆ
る
純
正
連
歌
に
お
い
て
も
抜
く
こ
と
の
で

き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
こ
と
が
連
歌
な
の
だ
か
ら
。
ど
れ
ほ
ど
和

歌
的
仙
界
へ
入
っ
て
き
て
も
、
連
歌
は
連
歌
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
一

句
の
独
立
と
い
う
こ
と
も
連
歌
の
歴
史
に
お
い
て
常
々
確
認
を
く
り
か
え
し
て

い
る
。
連
歌
は
二
人
で
一
首
の
和
歌
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
。
会
話
で
あ
る

た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
は
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
句
の
独

立
の
自
覚
は
連
歌
の
自
覚
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
す
で
に
独
立
し
た
以

上
、
理
論
的
に
は
和
歌
的
上
下
句
意
識
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

連
歌
の
生
み
の
親
は
和
歌
で
あ
る
↑
」
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
「
連
歌
は

歌
の
雑
休
也
」
（
連
理
秘
抄
）
と
も
、
「
連
歌
ハ
歌
ヲ
基
ト
シ
テ
一
首
ヲ
二
句

二
云
ワ
ク
ル
道
ナ
レ
パ
、
歌
ノ
儀
二
カ
ワ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
長
短
抄
）
と
も
古

人
は
い
っ
て
い
る
。
心
敬
な
ど
は
「
も
と
よ
り
問
答
体
の
歌
を
く
さ
り
て
百
韻

五
十
組
と
な
し
侍
る
も
の
な
れ
ば
、
露
ば
か
り
も
へ
だ
て
な
き
道
な
る
べ
し
」

（
さ
ゞ
め
ど
と
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
連
歌
が
自
己
の
胎
生
時
代

を
回
顧
し
て
紺
歌
に
極
端
に
近
づ
い
た
発
想
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
て
当
然
で

あ
る
。
そ
の
と
き
「
短
歌
的
世
界
を
つ
く
り
」
だ
し
、
．
首
の
和
歌
の
ご
と

く
朗
吟
す
る
時
」
、
和
歌
的
情
調
が
あ
ふ
れ
だ
し
て
く
る
場
合
は
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
和
歌
か
ら
離
れ
て
で
き
た
連
歌
の
本
質
か
ら
逆
も
ど
り

止
血

し
た
も
の
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。
連
歌
歌
、
歌
連
歌
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
連

歌
歌
は
連
歌
師
の
つ
く
っ
た
和
歌
ら
し
か
ら
ぬ
和
歌
を
い
い
、
歌
連
歌
は
歌
人

の
つ
く
っ
た
連
歌
ら
し
か
ら
ぬ
連
歌
を
指
す
。
連
歌
に
は
連
歌
の
発
想
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
句
の
独
立
、
句
の
は
な
れ
が
枢
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
連
歌
は
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
、
発
想
か
ら
い
っ
て
も
、
和
歌
と

異
っ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
↑
」
の
点
、
連
歌
が
そ
の
本
質
を
文
芸
的
に
達
成

|｜’



し
た
の
は
俳
譜
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
見
る
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
要
約
す
れ
ば
、
連
歌
は
付
合
で
あ
り
、
付
合
の
本
質
は
会
話
で
あ
り
、

会
話
の
要
素
は
同
一
基
盤
に
た
ち
な
が
ら
、
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
連

歌
に
は
、
本
質
的
に
い
っ
て
和
歌
的
上
下
句
意
識
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
特
に
和
歌
的
情
趣
漉
厚
な
純
正
連
歌
に
あ
っ
て

は
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
の
入
る
こ
と
は
拒
否
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

四
次
に
式
目
の
方
面
よ
り
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
ａ
式
目
を
ご
く
集
約
的
に

見
る
と
、
そ
の
中
心
と
な
る
精
神
は
変
化
と
統
一
と
に
あ
り
、
こ
れ
を
確
保
維

持
す
る
た
め
に
打
ち
剛
さ
れ
た
条
項
は
、
一
・
よ
み
つ
ぐ
べ
き
句
数
の
事
、
二
・

一
座
の
う
ち
に
用
う
べ
き
詞
の
回
数
の
事
、
三
・
去
嫌
の
事
と
三
つ
に
大
別
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
の
よ
み
つ
ぐ
ぺ
き
句
数
の
事
と
は
春
・
秋
・
恋
・

夏
・
冬
・
神
祇
・
穏
教
・
述
懐
無
常
等
、
そ
れ
ぞ
れ
五
句
ま
で
つ
づ
い
て
よ
い

と
か
、
三
句
つ
づ
い
て
は
い
け
な
い
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
の
一
座
の
う

ち
に
用
う
べ
き
詞
の
回
数
の
事
と
い
う
の
は
、
一
座
一
句
物
、
二
句
物
、

三
句
物
、
四
句
物
、
と
い
う
工
合
に
詞
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

三
の
去
嫌
の
事
は
、
去
・
嫌
と
は
趣
旨
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
去

の
方
は
句
数
の
隔
ｂ
を
主
と
し
て
い
う
時
に
用
い
、
嫌
は
そ
↑
」
に
あ
る
語
の
現

わ
れ
る
の
を
禁
ず
る
を
主
と
し
て
い
う
時
に
用
い
る
、
と
去
と
嫌
の
意
味
を
山

田
孝
雄
著
「
連
歌
概
説
」
は
説
い
て
い
る
。
こ
の
去
嫌
は
打
越
を
嫌
う
零
へ
き
物

か
ら
、
三
句
、
五
句
、
七
句
を
隔
つ
、
へ
き
物
の
規
定
が
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た

式
目
が
で
き
る
と
、
特
に
そ
の
な
か
で
、
句
数
の
事
や
去
嫌
に
つ
い
て
は
何
句

と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
何
句
と
い
う
こ
と
は
、
発
句
よ
り

脇
、
第
三
な
ど
を
順
に
一
句
二
句
三
句
、
ま
た
途
中
の
ど
こ
か
ら
で
も
順
に
一

句
二
句
三
句
と
数
え
る
よ
り
仕
方
が
ふ
る
ま
い
・
そ
う
し
た
と
き
、
七
七
↓
五
七

五
の
付
合
の
場
合
、
五
七
五
の
方
を
ひ
と
つ
若
く
勘
定
す
る
一
」
と
は
で
き
な
い

は
ず
、
従
っ
て
、
式
目
上
は
和
歌
的
上
下
句
意
識
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な

い
。
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
式
目
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
打
越
を
嫌
う
と
き
、
④
五
七
五
↓
⑰
七
七
↓
⑤
五
七
五
↓
ｅ
七
七
の
場

合
、
④
に
対
し
＠
で
は
工
合
が
わ
る
い
が
ｅ
で
あ
れ
ば
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
④

七
七
↓
ｅ
五
七
五
↓
①
七
七
↓
④
五
七
五
の
場
合
、
⑳
に
対
し
て
④
は
果
し
て

打
越
を
嫌
っ
て
、
即
ち
二
句
を
へ
だ
て
て
い
る
か
ら
よ
い
の
か
ど
う
か
。
順
に

教
え
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
よ
ろ
し
い
が
、
例
の
和
歌
的
上
下
句
意
識
を
も
ち
一
」

む
と
、
④
は
⑮
を
飛
び
越
え
て
前
へ
進
み
三
句
目
に
あ
る
《
」
と
に
な
る
。
こ
れ

で
は
二
句
を
隔
て
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
長
句
か
ら
数
え
た
と
き

と
畑
句
か
ら
数
え
た
と
き
と
が
混
乱
し
、
ま
た
実
際
、
長
句
を
常
に
短
句
の
前

に
数
え
る
と
い
う
↑
」
と
は
句
数
を
勘
定
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
和
歌
的
上
下
句
意
識
の
な
い
↑
」
と
に
よ
っ
て
、
句
数
の
勘
定
は
成
り
立

ち
、
句
数
の
勘
定
が
成
り
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
去
嫌
が
成
り
立
ち
↑
・
去
嫌
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
式
目
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
産
衣
」
を
見
る
と
「
て
留
り
下
の
句
に
④
千
句
一
ｓ
一
也
。
に
留
り
同
前
か
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
考
え
る
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
い
ま
試
み
に
連
歌
付
合
の
代
表
と
さ
れ
て
い
る
「
水
無
瀬
三
吟
」
の
留
め

を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
上
の
洋
数
字
は
長
句
、
下
の
和
数

字
は
短
句
で
あ
る
。
体
言
止
６
．
二
三
、
て
留
哩
・
ナ
シ
、
に
留
４
．
ナ
シ
、

動
詞
、
形
容
詞
（
終
止
形
）
２
・
一
二
、
助
動
詞
（
終
止
形
）
刀
・
一
三
、
助
詞

３
．
二
副
詞
３
．
ナ
、
ン
、
動
詞
連
用
形
２
．
ナ
シ
、
以
上
で
あ
る
。
こ
の
計

算
で
、
て
留
に
は
「
に
て
」
を
含
み
、
終
止
形
に
は
係
結
で
の
連
体
形
・
己
然

形
、
お
よ
び
命
令
形
を
含
む
。
こ
こ
で
顕
著
な
現
象
は
、
て
、
に
、
副
詞
、
用

一
一
一
一
一
一



言
連
用
形
と
い
う
下
へ
つ
づ
く
表
現
は
長
句
に
お
い
て
は
五
十
句
中
二
十
二
句

と
い
う
、
半
ば
に
近
い
数
を
示
し
て
い
る
が
、
」
反
対
に
短
句
で
は
絶
無
で
あ
り

、
体
言
止
は
短
句
に
圧
倒
的
に
多
く
、
五
十
句
中
二
十
三
と
↑
」
れ
ま
た
半
ば
に

近
い
数
を
示
し
、
用
言
の
終
止
形
で
終
る
の
が
短
句
に
目
立
つ
。
こ
う
い
う
数

字
か
ら
蹄
納
さ
れ
る
も
の
は
、
明
わ
か
に
長
畑
は
接
続
的
で
あ
り
、
短
句
は
終

止
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
内
容
と
か
詞
の
意
味

に
わ
た
る
も
の
を
排
除
し
、
純
形
式
的
な
要
素
の
象
の
上
に
立
っ
て
の
場
合
と

五
以
上
を
最
初
か
ら
要
約
す
る
と
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
、
五
七

五
・
七
七
の
か
た
ち
に
な
お
し
て
味
わ
う
べ
、
き
か
、
作
者
も
五
七
五
・
七
七
の

意
識
す
な
わ
ち
和
歌
的
上
下
句
意
識
で
創
作
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

は
、
学
書
、
自
稗
、
付
合
解
説
に
よ
っ
て
判
断
す
る
に
、
そ
の
資
料
の
解
稗
の

し
よ
う
で
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
が
あ
っ
た
と
も
、
な
か
っ
た
と
も
主
張
し
う

る
、
た
晋
和
歌
的
上
下
句
意
識
の
み
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は

か
な
ら
ず
し
も
言
い
得
な
い
。
し
か
し
、
付
合
の
本
質
は
各
句
の
独
立
〈
も
ち

ろ
ん
こ
の
独
立
に
は
限
定
は
あ
る
が
）
に
あ
り
、
各
句
が
独
立
し
て
い
る
以

上
、
五
七
五
↓
七
七
も
、
七
七
，
１
γ
五
七
五
も
本
質
的
に
は
変
り
は
な
い
ば
ず
で

あ
る
。
付
合
の
本
質
は
各
句
の
独
立
に
あ
り
、
連
歌
の
本
質
は
付
合
に
在
る
、

す
な
わ
ち
、
各
句
の
独
立
の
意
識
に
よ
っ
て
連
歌
は
は
じ
め
て
連
歌
と
な
っ

た
。
ま
た
、
連
歌
は
長
連
歌
と
な
っ
て
本
当
の
意
味
で
連
歌
と
な
っ
た
と
い
え

る
。
長
連
歌
に
は
式
目
が
な
く
て
は
か
な
わ
ぬ
が
、
こ
の
式
目
の
成
立
と
和
歌

的
上
下
句
意
識
の
非
存
在
と
は
き
り
は
な
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
式

目
が
存
在
す
る
以
上
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
は
原
則
と
し
て
な
い
は
一
ず
で
あ

る
。
た
だ
、
和
歌
的
情
趣
の
濃
厚
な
純
正
連
歌
に
あ
っ
て
は
、
実
際
問
題
と
し

に
わ
た
る
も
の
を
排
除
し
、
雑

い
う
限
定
が
つ
く
わ
け
だ
が
。

結
語
と
し
て
は
、
少
々
の
飛
躍
を
感
じ
る
が
、
あ
え
て
述
べ
る
と
、
和
歌
的

上
下
句
意
識
の
有
無
を
割
り
切
る
こ
と
は
や
は
り
困
難
だ
が
、
上
下
句
の
接
続

の
相
に
お
い
て
は
、
「
去
嫌
」
に
よ
る
判
定
も
さ
る
↑
」
と
な
が
ら
「
連
績
性
と
終

止
性
」
と
は
反
対
の
結
論
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
外
か
ら
の
わ

く
、
形
式
上
の
制
掘
は
厳
菫
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
｛
」
の
連
續
す
る
、
終
止
す

る
、
順
に
つ
づ
く
、
逆
に
つ
づ
く
と
い
う
、
外
的
制
犯
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
詩

が
生
れ
る
。
も
し
連
歌
に
詩
が
あ
る
な
ら
、
こ
の
詩
の
生
ず
る
お
も
な
要
素
と

し
て
、
制
拒
と
そ
れ
に
対
す
る
打
ち
破
り
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
．
短
句
か
ら

長
句
へ
續
か
ぬ
と
い
う
純
形
式
的
な
も
の
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、

そ
の
逆
を
順
と
す
る
発
想
意
識
に
詩
が
宿
る
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
連
歌
詩

人
達
も
、
↑
」
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
す

な
わ
ち
、
和
歌
的
上
下
句
意
識
に
支
配
さ
れ
な
が
ら
、
逆
に
支
配
し
か
え
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

↑
三
一
四

て
和
歌
的
上
下
句
意
識
が
混
入
し
て
く
る
こ
と
は
避
け
得
な
い
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
そ
れ
催
手
法
と
し
て
妥
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
だ
最
後
に

問
題
を
残
す
の
は
実
際
の
付
合
を
純
形
式
的
に
み
た
場
合
、
長
句
は
接
続
的
で

あ
り
、
短
句
は
終
止
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
形
式
は

芭
蕉
や
蕪
村
の
俳
譜
に
至
っ
て
も
、
そ
の
数
量
的
な
も
の
は
別
と
し
て
、
根
本

的
の
も
の
は
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
純
形
式
的
な
も

の
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
稿
は
す
ゃ
へ
て
共
時
的
な
見
方
に
立
っ
て
な
さ
れ
た
。
通
時
的
な
、
史
的

展
開
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
は
こ
こ
に
と
ど
め

↓



た
い
↓
・

注
の
「
国
文
学
解
浬
と
教
材
の
研
究
」
第
一
巻
、
第
四
号
（
昭
和
三
十
一

年
十
月
）
質
疑
欄
に
「
連
歌
。
俳
諸
の
よ
み
方
に
つ
い
て
」
小
場
瀬
新
一
、

と
い
う
の
が
掲
載
さ
れ
た
。
質
疑
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

Ａ
狂
句
木
枯
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

Ｂ
誰
そ
や
と
ば
し
る
笠
の
山
茶
花

Ｃ
有
明
の
主
人
に
酒
屋
つ
く
ら
せ
て

，
頭
の
露
を
ふ
る
ふ
赤
馬

Ｅ
朝
鮮
の
ほ
そ
り
芒
の
匂
無
き

右
の
よ
う
な
俳
譜
で
、
は
じ
め
Ａ
Ｉ
Ｂ
と
よ
み
、
次
に
Ｂ
‐
Ｃ
と
よ
み
、
ひ

き
つ
づ
き
Ｃ
Ｉ
Ｄ
、
Ｄ
Ｉ
配
と
よ
む
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
が
、

Ａ
Ｉ
Ｂ
、
Ｃ
Ｉ
Ｂ
、
Ｃ
Ｉ
Ｄ
、
Ｅ
ｌ
Ｄ
と
い
う
ふ
う
に
、
つ
ま
り
五
七
五
’
七

七
と
、
一
首
の
和
歌
の
よ
う
に
よ
む
べ
き
だ
と
い
う
説
に
出
く
わ
し
た
。
そ
の

後
、
高
校
の
教
科
書
で
能
勢
朝
次
の
文
で
、
長
連
歌
を
Ａ
‐
Ｂ
、
Ｃ
Ｉ
Ｂ
、

Ｃ
‐
‐
Ｄ
、
Ｅ
ｌ
Ｄ
の
方
式
で
よ
む
説
に
ま
た
出
く
わ
し
た
。
自
分
の
考
え
が
正

し
い
か
、
他
の
説
が
正
し
い
か
、
そ
れ
と
も
、
連
歌
と
俳
話
と
で
、
よ
み
方
が

ち
が
う
の
か
、
と
い
陰
フ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
応
答
、
「
連
歌
。
俳
諮
の
鑑
賞
態
度
」
暉
峻
票
隆
、
の
要

旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
連
歌
意
識
の
確
立
さ
れ
た
「
長
連
歌
」
の
時
代
に

な
る
と
、
上
句
、
下
句
は
単
に
形
式
的
な
相
違
と
な
っ
て
、
本
質
的
に
は
各

句
は
対
等
と
な
る
。
従
っ
て
、
連
歌
。
俳
譜
に
お
い
て
は
、
短
句
も
次
句
の

長
句
に
対
し
て
創
作
心
理
的
に
つ
ね
に
上
の
句
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ

る
。
だ
か
ら
Ａ
－
Ｂ
、
Ｂ
Ｉ
Ｃ
、
Ｃ
－
Ｄ
と
い
う
ふ
う
に
鑑
賞
す
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
「
連
歌
に
お
い
て
は
、
長
連
歌
以
後
も
、
本
質
的
に
は
以
上
の
よ

う
な
創
作
態
度
を
持
ち
な
が
ら
、
連
歌
師
の
す
べ
て
が
歌
人
で
あ
っ
た
が
故

に
、
和
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
意
識
か
ら
抜
け
切
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
作
品
の
上
に
見
ら
れ
ま
す
」
し
か
し
、
俳
詣

時
代
に
な
る
と
上
下
意
識
は
払
拭
さ
れ
蕉
風
俳
譜
に
な
る
と
、
と
う
て
い
和

歌
的
な
上
下
の
関
係
で
は
理
解
で
、
ざ
な
い
性
質
の
も
の
に
な
る
。

本
稿
の
見
解
も
暉
峻
康
隆
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
そ
の
補
足
の
よ
う
な
も
の
に

な
っ
た
。
。
ゞ

注
②
連
歌
の
創
作
（
付
句
）
は
前
句
の
、
し
た
が
っ
て
そ
の
付
合
の
、
全
き

鑑
賞
の
う
え
に
始
め
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
鑑
賞

は
前
句
と
前
々
句
と
の
付
合
の
創
作
的
機
微
に
た
ち
い
、
た
っ
て
い
る
筈
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
残
さ
れ
た
懐
紙
に
よ
っ
て
鑑
賞
す
る
場
合
も
、
そ
の
過

程
は
一
座
興
行
の
再
現
の
雪
う
ち
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ゞ

注
③
前
記
質
疑
に
引
用
さ
れ
た
能
勢
朝
次
の
見
解
は
能
勢
朝
次
著
「
国
文
学

入
門
」
ｌ
要
選
吾
妬
の
、
第
一
章
日
本
文
学
の
形
態
、
一
詩
歌
形
態
文
学
、

お
よ
び
、
第
三
章
文
芸
受
容
の
様
相
、
一
詩
歌
文
芸
の
受
容
の
様
相
、
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

柴
の
庵
の
あ
れ
た
る
庭
に
鹿
な
き
て
千
若
丸

刈
田
の
後
の
山
ぞ
さ
び
し
き
右
大
弁

捨
て
我
《
」
こ
ろ
と
や
身
を
忘
る
ら
ん
任
阿

な
ほ
さ
め
が
た
き
夢
の
肚
の
中
忠
頼

い
づ
れ
先
花
と
老
と
の
あ
だ
く
ら
べ
良
基

松
に
さ
く
ら
の
ま
じ
る
木
が
く
れ
恵
覚

を
例
に
と
り
、
〃
刈
田
の
句
は
、
「
柴
の
庵
」
の
句
と
連
な
っ
て

三
五



ノ

柴
の
庵
あ
れ
た
る
庭
に
鹿
鳴
き
て
刈
田
の
後
の
山
ぞ
さ
び
し
き

と
い
う
よ
う
な
知
歌
的
な
世
界
を
椛
成
す
る
と
と
も
に
、
「
捨
て
我
」
の
句

に
連
っ
て
、

捨
て
我
心
と
や
身
を
忘
る
ら
ん
刈
田
の
後
の
山
ぞ
さ
び
し
き

と
い
う
よ
う
な
短
歌
的
な
世
界
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
「
捨
て

我
」
の
句
は
ま
た
後
句
の
「
な
ほ
さ
め
が
た
き
」
の
句
と
連
つ
て
は

捨
て
我
心
と
や
身
を
忘
る
ら
ん
な
ほ
さ
め
が
た
き
夢
の
世
の
中

と
い
う
ご
と
き
短
歌
的
な
世
界
を
作
り
だ
す
の
で
あ
る
。
〃

老
の
あ
は
れ
を
月
も
訪
へ
か
し

風
つ
ら
き
檜
原
の
山
の
秋
の
庵
心
敬

を
例
と
し
、
「
と
の
二
句
を
、
一
首
の
和
歌
の
ご
と
く
朗
吟
す
る
時
、
秋
風

の
つ
れ
な
く
吹
き
す
さ
ぶ
草
庵
の
荒
涼
た
る
情
調
と
、
人
生
の
冬
に
近
い
老

人
の
あ
わ
れ
な
情
懐
と
が
重
な
り
合
っ
て
：
・
・
・
・
」
と
説
い
て
い
る
。
．
首

の
和
歌
の
如
く
朗
吟
」
は
、
風
つ
ら
き
檜
原
の
山
の
秋
の
庵
老
の
あ
は
れ
を

月
も
訪
へ
か
し
、
と
よ
ま
せ
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

注
④
「
知
連
抄
」
、
「
長
短
抄
」
、
「
楜
塵
抄
」
、
「
連
理
秘
抄
」
は
伊
地

知
鉄
男
編
「
連
歌
論
集
上
」
Ｉ
岩
波
文
庫
、
に
よ
っ
た
。

注
⑤
「
芝
草
句
内
岩
橋
上
」
は
柚
山
重
、
野
口
英
一
綿
「
心
敬
集
論
集
」
に

よ
っ
た
。
「
老
の
す
さ
み
」
は
「
群
耆
類
従
」
経
済
雑
誌
社
版
に
よ
っ
た
。

注
⑥
自
句
自
稗
や
付
合
解
説
で
、
七
七
↓
五
七
五
の
付
合
の
場
合
、
五
七
五

を
先
に
説
明
し
、
し
か
る
の
ち
、
七
七
へ
の
接
續
の
工
合
を
説
く
の
が
は
な

は
だ
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
も
そ
も
付
合
が
、
和
歌

的
上
下
句
意
識
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
他
に
理
由
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
付
合
は
究
極
し
た
と
こ

一
二
一
〈

ろ
「
な
ぞ
と
き
」
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
問
題
は
正
面
か
ら

い
く
と
む
ず
か
し
い
も
の
だ
。
答
か
ら
逆
に
帰
っ
て
く
る
と
理
解
し
や
す

い
。
宗
祇
の
「
老
の
す
さ
み
」
に

「
う
ら
か
お
も
て
か
衣
と
も
な
し

し
の
の
め
の
あ
し
た
の
山
の
う
す
か
す
み
宗
伽

此
前
句
は
、
そ
の
こ
と
は
り
聞
え
ず
し
て
付
侍
ら
ん
と
と
大
事
な
る
を
、
う

す
霞
と
い
え
る
こ
と
、
先
心
と
き
あ
て
が
ひ
な
る
雷
へ
し
、
さ
り
な
が
ら
う
す

霞
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
は
余
情
付
が
た
し
、
し
の
の
め
の
朝
と
い
ひ
な
が
し

て
、
ま
た
ほ
の
か
な
る
明
ほ
の
の
山
に
、
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
と
お
ほ
ゆ
る
ば

か
り
、
う
す
き
霞
の
う
ち
な
び
き
た
る
さ
ま
衣
と
も
な
し
と
い
へ
る
に
能
叶

侍
る
な
り
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
句
は
難
句
で
あ
る
。
つ
ま
り
む
つ
か

し
い
な
ぞ
か
け
だ
。
そ
れ
を
「
霞
」
と
な
ぞ
を
解
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で

問
答
は
終
り
だ
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
愛
想
が
な
い
の
で
、
「
し
の
の
め
の

あ
し
た
の
山
」
と
・
お
も
む
き
あ
り
げ
に
添
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
↑
」
れ
を

説
明
す
る
と
き
は
、
「
東
雲
の
朝
の
山
を
つ
つ
ん
で
い
る
薄
霞
は
、
山
の
衣

で
も
あ
り
、
衣
で
も
な
い
と
も
い
え
、
裏
も
表
も
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
た
よ
れ
」

と
い
う
工
合
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
俳
諾
ま
で
も
っ
て
行
か
れ
る
と
、

か
す
み
の
衣
す
そ
は
ぬ
れ
け
り

さ
ほ
姫
の
春
立
ち
な
が
ら
し
と
を
し
て
（
犬
筑
波
）

天
人
や
天
く
だ
る
ら
し
春
の
海
（
油
糟
）

と
い
う
工
合
に
な
っ
て
く
る
。

注
⑦
こ
の
こ
と
は
ポ
オ
ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
詩
論
文
学
」
の
な
か
で
も
語
ら

れ
て
お
り
、
「
去
来
抄
」
に
お
け
る
「
岩
鼻
や
」
の
句
に
対
す
る
芭
蕉
の
意

見
な
ど
も
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

|’
1



、

注
③
「
白
髪
集
」
は
「
績
群
書
類
従
」
経
済
雑
誌
社
版
に
よ
っ
た
。
「
さ
出

め
ど
と
」
は
木
藤
才
藏
著
「
校
註
さ
騒
め
ご
と
」
に
よ
っ
た
。

注
⑨
こ
の
句
の
解
稗
に
つ
い
て
は
、
「
花
見
に
行
く
と
云
々
」
は
、
「
私
は
花

見
に
行
く
と
出
か
け
て
、
思
い
が
け
ず
花
の
よ
う
に
美
し
い
君
を
見
た
事

だ
」
、
と
い
う
解
と
、
「
私
は
あ
な
た
が
花
見
に
行
か
れ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
ね
」
と
い
う
解
と
が
あ
る
。
「
千
ぐ
さ
な
る
云
々
」
は
、
「
気
の
多
い
あ

な
た
の
御
心
の
習
癖
か
ら
、
秋
の
野
の
花
を
見
に
行
く
と
い
っ
て
、
花
で
な

く
女
ｌ
私
を
見
つ
け
た
な
ん
て
、
男
な
ん
て
気
の
多
い
も
の
」
と
い
う
解

と
、
「
御
自
分
の
気
が
多
く
て
い
ら
つ
し
や
る
も
の
で
す
か
ら
、
殊
勝
に
お

〃

龍
り
に
行
く
私
を
秋
の
野
の
花
見
に
行
く
の
だ
ろ
う
な
ん
て
」
と
い
う
解
と

が
あ
る
。
（
曽
沢
太
吉
著
「
更
級
日
記
新
解
」
に
よ
る
）
・

注
⑩
今
川
了
後
の
「
落
書
露
顕
」
に
歌
よ
む
人
の
連
歌
を
ぱ
、
連
歌
道
の
輩

は
、
歌
連
歌
と
て
大
に
嫌
ひ
き
。
連
歌
師
の
歌
を
ぱ
歌
よ
み
方
よ
り
は
連
歌

歌
と
て
わ
ら
ひ
し
な
り
。
西
芳
寺
の
池
の
汀
に
桜
名
木
二
本
な
ら
ぴ
て
あ
り

し
、
盛
り
に
等
持
寺
大
御
所
、
坊
門
殿
歌
と
連
歌
と
あ
り
し
に
、
救
済
が

歌
、
池
水
に
汀
の
桜
う
つ
り
て
ぞ
叉
二
木
あ
る
花
は
み
え
け
る
、
此
の
歌
を

ぱ
連
歌
歌
な
り
と
て
人
々
嫌
ひ
侍
り
し
な
り
」
と
あ
る
。

三

七

〆


