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連

歌

の

性

格

私
は
本
誌
第
五
輯
で
同
題
の
一
文
を
草
し
た
が
、
そ
れ
は
良
基
の
連
歌
論
を

素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
連
歌
固
有
の
性
格
、
様
態
が
い
か
に
反
省
さ
れ
、
か
つ

秩
序
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
見
よ
う
Ｌ
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
論
旨
を
要
約
す

る
と
、
ま
づ
連
歌
の
外
的
特
質
は
普
通
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
単
に
詩
型

の
特
色
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
か
う
し
た
詩
型
を
喚
び
起

し
、
形
作
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
を
顕
現
し
て
ゆ
く
特
異
な
詩
的
体
験
の
あ
り

方
と
し
て
捉
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
こ
に
当
座
性
、
興
遊
性
、
聴
覚

性
等
の
諸
性
格
を
連
歌
に
基
本
的
な
も
の
と
し
て
見
出
す
。
次
に
そ
こ
か
ら
連

歌
内
容
の
も
つ
基
本
的
方
向
と
し
て
軽
や
か
さ
、
花
や
か
さ
、
浅
さ
、
明
快

さ
、
新
し
さ
等
が
お
の
づ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
が
、
更
に
以
上
の
や
う
な

諸
反
省
が
一
層
強
く
、
理
論
的
把
握
に
ま
で
高
ま
つ
て
、
表
現
論
を
構
成
す
る

に
至
る
と
き
ど
の
や
う
に
あ
ら
は
れ
て
く
る
か
、
そ
の
場
合
示
さ
れ
る
の
が
理

念
と
し
て
の
幽
玄
で
あ
り
、
表
現
の
究
極
の
様
態
と
し
て
の
姿
、
か
ゝ
り
で
あ

る
。
そ
れ
は
一
見
歌
論
体
系
の
忠
実
な
踏
霞
に
し
か
す
ぎ
な
い
や
う
で
あ
る

が
、
し
か
し
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
当
時
の
歌
壇
主
流
と
し
て
の
二
条

派
の
歌
論
に
類
似
す
る
よ
り
は
一
層
俊
成
の
表
現
論
へ
の
類
似
が
著
し
く
、
従

つ
て
歌
論
へ
の
単
な
る
追
随
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
良
基
の
意
志
的
な
撰
択
と
い

（
承

前
）

田

ふ
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
連
歌
の
主
体
性
の
最
初
の
証
し
を
見
よ
う
と
す
る
。

良
基
の
表
現
論
と
は
、
前
稿
の
記
述
を
借
り
る
と
、

「姿
と
し
て
の
か
ヽ

り
、
更
に
か
ヽ
り
の
音
声
化
で
あ
り
そ
れ
だ
け
に
一
層
現
実
的
で
も
あ
れ
ば

一

義
的
な
表
現
形
態
と
い
は
れ
る
詠
歌
、詠
歌
の
伴
ふ
気
分
内
容
と
し
て
の
面
影
」

と
い
ふ
様
態
に
尽
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
れ
を
背
後
で
規
定
す
る
境
位

と
し
て

「
幽
玄
の
境
」
が
俊
成
の
名
に
よ
つ
て
設
定
さ
れ
る
。
か
う
い
ふ
表
現

論
の
全
構
成
を
私
は
し
ば
ら
く
俊
成
的
幽
玄
と
よ
ん
で
お
く
。
俊
成
的
幽
玄
は

た
し
か
に
彼
の
撰
択
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
両
者
の
類
似
は
疑
は
れ

な
い
が
、
し
か
し
な
ほ
仔
細
に
考
へ
る
と
、
ン」
ヽ
で
も
そ
の
内
的
相
異
は
、
右
の

類
似
以
上
に
い
か
に
深
い
も
の
が
あ
る
か
、
こ
の
こ
と
を
最
後
に
「詠
歌
」
の
性

格
を
対
象
に
お
い
て
、
両
者
比
較
的
に
明
ら
め
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
つ
た
。

本
稿
は
か
う
し
た
前
編
の
叙
述
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
こ

れ
と
し
て
理
会
さ
れ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
文
中
、
時
に
前
稿
の
論
旨
を
繰

返
す
こ
と
も
い
と
は
な
か
つ
た
。
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

俊
成
に
お
け
る
幽
玄
の
用
語
例
は
、
す
で
に
諸
家
の
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
や
う

に
、
強
ひ
て
分
別
し
よ
う
と
す
れ
ば
表
現
論
、
風
体
論
、
審
美
論
等
に
互
つ
て



容
易
に
秩
序
．つ
け
が
た
い
様
態
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
大
観
す
れ
ば
前
稿

の
終
り
に
も
論
じ
た
通
り
、
そ
れ
は
平
安
末
期
歌
学
の
共
通
の
課
題
で
あ
つ
た

余
情
表
現
に
関
聯
し
て
、
審
咲
内
容
に
お
い
て
は
例
へ
ば
艶
。
ぁ
は
れ
。
さ
び

等
と
い
ふ
語
で
あ
ら
は
さ
れ
る
諸
情
調
の
複
雑
な
結
合
物
そ
の
も
の
、
形
態
に

お
い
て
は
彼
以
前
の
表
現
論
の
特
色
で
あ
つ
た
心
・
詞
・
姿
の
相
互
聯
関
を
説

く
要
素
論
的
思
考
に
対
し
、
三
者
を
心
・
詞
・
姿
の
順
を
追
う
て
漸
次
、
次
元

的
に
高
ま
つ
て
ゆ
く
段
階
的
聯
関
に
お
い
て
捉
へ
、
し
か
も
究
極
の
形
象
と
し

て
の
姿
を
、
単
に
知
的
に
理
会
さ
れ
る
対
象
と
し
て
ゞ
は
な
く
、
詠
吟
と
い
ふ

聴
覚
表
象
の
等
価
物
と
見
た
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
こ
と
は
疑
へ
ま
ぃ
と
思
ふ
。
従

つ
て
幽
玄
と
は
以
上
の
そ
れ
ハ
ヽ
に
つ
い
て
よ
び
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
所
詮
は
審
美
内
容
に
せ
よ
、
形
態
に
せ
よ
、
は
さ
し
く
こ
の
語
の
原
義
に
一

つ
て
、
言
葉
を
も
つ
て
言
ひ
あ
ら
は
し
が
た
く
、
ま
た
知
性
や
論
理
に
よ
る
分

割
を
許
さ
な
い
、
不
断
の
連
続
と
し
て
あ
る
も
の
そ
の
も
の
を
表
現
対
象
と
し

て
追
求
し
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
ゝ
で
審
美
内
容
と
し
て
の
幽
玄
は
暫
く
措
き
、

「詠
歌
」
に
関
し
て
当
面

の
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
表
現
論
上
の
幽
玄
に
つ
い
て
考
へ
る
に
、
も
し
幽
玄
が

叙
上
の
や
う
な
基
本
的
思
考
の
上
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
の
公

任
を
は
じ
め
俊
成
以
前
の
歌
論
家
達
の
意
図
し
た
や
う
に
、
心
詞
を
も
つ
て
こ

れ
を
表
現
し
尽
さ
う
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
方
法
的
に
謬
り
で
あ
っ
た
と
い
ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。
幽
玄
と
は
単
に
幽
玄
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
同

時
に
幽
玄
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ

る
。
い
は
ゞ
作
歌
と
は
表
現
し
え
ざ
る
も
の
ヽ
表
現
、
連
続
す
る
も
の
ゝ
言
葉

に
よ
る
置
換
と
い
ふ
矛
盾
を
犯
す
こ
と
で
ぁ
る
が
、
か
う
い
ふ
矛
盾
に
醒
め
た

と
こ
ろ
に
俊
成
の
真
の
新
し
さ
は
あ
り
、
そ
の
表
現
論
の
特
色
も
あ
つ
た
と
思

は
れ
る
。
お
の
づ
か
ら
そ
れ
は
在
来
の
歌
詞
観
念
に
対
す
る
懐
疑
と
不
信
と
に

導
か
れ
る
筈
で
あ
り
、
同
時
に
用
詞
に
対
す
る
新
た
な
省
察
と
発
見
と
を
育
て

ず
に
は
ゐ
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

「必
ず
し
も
を
か
し
き
よ
し
を
言
ひ
、
こ
と
の
こ
と
わ
り
を
言
ひ
き
ら
む
と

せ
ざ
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
詠
歌
と
言
ひ
て
、
た
ゞ
詠
み
あ
げ
た
る
に
も
う
ち
詠

じ
た
る
に
も
、　
何
と
な
く
艶
に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
こ
と
の
あ
る
べ
し
」。

い
”
臨
れ
動
】
％
』

の 「輸
朔
は
ほ
れ
雌
眸
は
一
地
［
Ⅶ
」
馨
〔
章
囃
¨
妊
嘲
課

´

を
思
は
せ
る
ほ
ど
に
自
然
な
言
葉
の
撰
択
に
よ
つ
て
、
意
味
と
音
声
と
の
間
の

巧
み
な
諸
和
を
え
よ
う
と
し
た
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
言
葉
は
観
念
の
細
か
な

分
析
や
描
写
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
代
り
に
、
そ
の
も
つ
情
惑
の
豊
か
さ
が
そ

の
律
や
音
調
と
応
和
す
る
限
り
に
お
い
て
選
ば
れ
る
。
言
葉
は
ひ
ゞ
き
に
よ
つ

て
招
か
れ
る
と
で
も
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
こ
ゝ
で
は
言
葉
の
喚
起
す
る
諸

表
象
が
明
瞭
な
意
味
的
統
一
を
形
作
る
前
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
圧
倒
し
て
、

ま
づ
律
や
音
調
の
流
れ
が
情
調
の
波
を
ゆ
り
動
か
し
、
忽
ち
連
続
す
る
一
世
界

を
形
作
つ
て
し
ま
ふ
。
こ
れ
が

⊇
訊
歌
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
述
の
や
う
に

彼
が
表
現
の
対
象
と
し
た
幽
玄
な
る
も
の
、　
即
ち
作
者
の
識
域
下
深
く
沈
ん

で
知
性
や
論
理
を
も
つ
て
捉
へ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
諸
情
緒
を
、
現
実
に
導

き
出
す
た
ゞ
一
つ
の
道
で
あ
り
、
ま
た
聴
き
手
の
同
じ
諸
情
緒
に
直
接
に
語
り

か
け
る
た
ゞ
一
つ
の
道
で
も
あ
つ
た
。
俊
成
の
い
は
ゆ
る
詠
歌
が
こ
の
や
う
な

内
的
理
由
に
よ
つ
て
要
請
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
い

く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。

さ
う
は
い
つ
て
も
、
む
ろ
ん
詠
歌
は
耳
に
ひ
ゞ
く
惧
体
的
な
音
声
と
し
て
在

る
も
の
な
の
で
、
「も
と
よ
り
詠
歌
と
い
ひ
て
こ
ゑ
に
つ
き
て
、
よ
く
も
ぁ
し

く
も
聞
ゆ
る
も
の
な
り
」
（古
来
風
休
抄
）
と
記
さ
れ
る
や
う
に
、　
肉
声
そ
の

も
の
に
属
す
る
唱
歌
的
な
効
果
に
関
は
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
更
に
は
ま



¨
¨
一
こ
聰
峠
¨
¨
一
¨
一
一
一
一
『
一
一
¨
『
嚇
い
¨
¨
一
￥

の しも の
］
¨
一
¨

り
、
も
し
誇
張
し
て
言
ふ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
肉
声
は
却
つ
て
孤
独
な

心
の
中
に
鳴
り
ひ
ゞ
く
声
な
き
律
動
の
反
響
で
あ
つ
た
と
さ
へ
い
へ
る
か
も
し

れ
な
い
。

「独
り
閑
疎
寂
真
と
し
て
、
床
の
上
に
味
き
て
詠
み
給
ひ
け
る
」
．―

か
う
記
し
た
桐
火
桶
の
言
葉
は
よ
く
そ
の
真
を
伝
へ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
ゝ
に
、
彼
の
懐
い
た
詠
歌
の
観
念
と
彼
以
前
の
そ
れ
と

を
区
別
す
る
根
本
的
な
差
異
の
あ
つ
た
こ
と
は
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
と
思

か
。

し
か
る
に
前
稿
で
記
し
た
通
り
、
良
基
も
ま
た
俊
成
に
倣
つ
て
幽
玄
乃
至
詠

歌
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
叙
上
の
や
う
な
自
覚
と
表
現
意
志
と

に
基
い
て
ゐ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
か
な
り
の
長
文
で
は
あ
る
が
、
行
論
の
便

宜
上
、
再
び
筑
波
問
答
の
左
の
文
言
を
写
し
て
み
る
。

「
お
ほ
か
た
歌
の
道
は
、
心
な
き
民
の
耳
に
近
く
て
こ
そ
国
の
風
を
も
う
つ

し
侍
る
べ
け
れ
。
毛
詩
と
い
ふ
文
に
、
声
の
あ
や
を
な
す
と
い
ふ
も
言
の
葉
の

花
の
こ
と
に
や
。
ま
た
同
じ
き
文
に
嘘
嘆
す
る
に
た
へ
ざ
れ
ば
詠
歌
す
と
い
へ

協ヽ
どはい輔獅わ『品け」「群協象〔″珊わ碗は刷［「晰蠣発』̈

感
を
催
さ
む
興
は
あ
る
べ
き
。
上
手
と
い
ひ
て
わ
づ
ら
は
し
く
、
こ
は
ゞ
り
聞

き
に
く
か
ら
む
こ
と
、
ゆ
め
′
ヽ
用
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
五
条
の
三
位
入
道
の

歌
の
こ
と
を
申
さ
れ
た
る
に
も
、　
た
だ
詠
歌
と
て
う
ち
詠
む
れ
ば
な
ど
や
ら

む
、
面
影
の
そ
ひ
た
る
を
こ
そ
ほ
め
ら
れ
け
れ
）^
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
な
ど
い

へ
る
歌
は
、
こ
と
わ
り
を
聞
か
ざ
る
う
ち
よ
り
詠
む
れ
ば
ま
づ
身
に
し
む
心
ち

ぞ
す
る
。
春
の
花
の
あ
た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、
垣
ね
の
梅
に
鷺
の
な
き
な
ど

し
た
る
景
気
風
情
の
そ
ひ
た
る
を
ぞ
歌
に
も
ほ
め
ら
れ
た
れ
ば
、
連
歌
の
道
も

ま
た
か
く
こ
そ
侍
ら
め
。
か
ま
へ
て
ノ
ヽ
数
奇
の
人
に
は
ま
づ
幽
玄
の
境
に
入

て
後
、
と
も
か
く
も
し
給
ふ
べ
き
な
り
」
。

切
実
な
け
ば
端
導
『
『
殉
棚
時
動
¨
確
刺
わ
晴
罐
称
称
』
詢
嗽
階
は
げ
れ
い
嘱

究
極
の
一
致
が
あ
り
、
連
歌
人
良
基
は
却
つ
て
俊
成
の
思
想
の
正
統
な
継
承
者

で
あ
つ
た
か
の
観
さ
へ
あ
る
が
、
し
か
し
や
ヽ
詳
し
く
考
へ
て
み
る
に
、
こ
ゝ

で
詠
歌
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
理
由
に
よ
つ
て
要
請
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
俊
成
語
を
引
ま
詠
歌
を
説
く
に

先
立
つ
て
措
か
れ
て
ゐ
る

「
上
手
と
い
ひ
て
わ
づ
ら
は
し
く
、
こ
は
ゞ
り
聞
き

に
く
か
ら
む
こ
と
、
ゆ
め
′
ヽ
用
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
文
言
に
注
意
は

向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
心
詞
の
い
づ
れ
に
せ
よ
、
詠
歌
と
は
ま

づ
耳
に
聞
い
て
快
く
、
か
つ
滞
り
の
な
い
も
の
、
い
は
ゞ
「
や
さ
し
さ
」
「
う
る

は
し
さ
」
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
へ
の
希
求
に
基
く
こ
と
を
語
る
も
の
に
外
な

る
ま
い
。
し
か
も
こ
の
種
の
希
求
が
い
か
に
強
く
彼
の
表
現
論
の
根
抵
を
支
ヘ

て
ゐ
た
か
は
、
更
に
立
戻
つ
て
右
の
一
節
に
先
行
し
て
措
か
れ
て
ゐ
る

「
歌
の

道
は
心
な
き
民
の
耳
に
近
く
」
あ
る
べ
き
こ
と
、

「
詞
の
花
」
「
聞
所
の
面
白

き
」
に
あ
る
と
す
る
彼
の
歌

一
般
の
説
を
顧
る
と
き
思
ひ
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の

が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
連
歌
を
も
丼
せ
規
定
し
て
ゐ
る

と
見
ら
れ
る
右
の
歌

一
般
の
説
は
、
そ
の
実
「
秘
事
口
伝
も
あ
る
ら
む
」

と
こ

と
わ
ら
れ
て
ゐ
る
和
歌
よ
り
も
、
む
し
ろ

「当
座
」
と
い
ふ
文
字
通
り
衆
人
交

会
の
場
を
も
つ
連
歌
に
つ
い
て
よ
り
よ
く
妥
当
す
る
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
詠
歌
観
が
俊
成
の
そ
れ
と
い
か
に
異
質
の
も
の
で
あ

る
か
は
も
は
や
疑
間
の
余
地
な
く
明
ら
か
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ



う
考
へ
る
と
俊
成
に
対
す
る
右
の
強
い
同
惑
の
言
葉
も
、
い
た
づ
ら
に
彼
の
皮

層
な
誤
解
に
基
く
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
却
つ
て
そ
こ

に
連
歌
の
性
格
に
つ
い
て
の
彼
の
理
会
が
鋭
く
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
と

も
い
ひ
う
る
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
彼
の
い
は
ゆ
る
詠
歌
と
は
、
単
純

に
民
謡
の
そ
れ
に
比
定
さ
れ
て
謬
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
ら
う
か
。

い
か
に
も

「
心
な
き
民
の
耳
に
近
く
」
と
か

「
聞
所
の
面
白
き
」
と
い
は
れ

た
歌
は
、
意
識
の
表
層
で
泡
立
つ
感
覚
の
喜
び
と
も
い
ふ
べ
き
で
ぁ
ら
う
が
、

こ
れ
を
意
味
内
容
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
声
に
従
つ
て
伝
達
さ
れ
、
か
つ
理
会
さ

れ
る
限
り
で
の
あ
る
浅
き
も
の
、
さ
う
し
て
ま
た
声
に
従
つ
て
受
容
さ
れ
る
直

感
的
、
感
覚
的
な
気
分
内
容
の
面
白
さ
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
と
思

ふ
。
し
か
し
彼
の
関
心
は
と
り
わ
け
後
者
、
即
ち

「
こ
と
わ
り
を
聞
か
ざ
る
う

ち
よ
り
詠
む
れ
ば
ま
づ
身
に
し
む
」
と
記
さ
れ
た
通
り
の
意
味
の
ほ
か
な
る
気

分
情
調
、
理
会
の
外
に
成
立
す
る
感
合
に
お
か
れ
て
を
り
、
そ
こ
に
究
極
の
表

現
様
態
を
把
握
し
ょ
う
と
し
て
ゐ
た
こ
と
は
す
で
に
前
稿
で
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
つ
た
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
単
に
民
謡
に
比
定
さ
れ
る
以
上
の
も
の
が
志

向
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
も
ふ
に
同
じ
く
詠
歌
と
は
い
ひ
な
が
ら
も
、
俊
成

・
良
基
両
者
の
差
異
を

か
り
に
峻
別
す
る
な
ら
ば
、
前
者
の
そ
れ
は
内
部
の
真
を
表
出
す
る
た
め
に
素

材
と
し
て
の
言
葉
の
機
能
、
就
中
そ
の
意
味
作
用
に
対
し
て
懐
い
た
不
信
の
上

に
成
立
つ
て
ゐ
た
と
い
へ
よ
う
が
、
良
基
の
そ
れ
は
言
葉
本
来
の
機
能
を
素
朴

に
肯
定
し
、
民
謡
の
そ
れ
に
比
定
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
何
か
あ
る
特
殊
な
事

情
に
基
い
て
意
味
よ
り
も
む
し
ろ
詠
歌
の
上
に
極
限
ま
で
の
関
心
を
向
け
た
も

の
と
見
る
べ
き
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。　
更
に
い
へ
ば
良
基
に
お
け
る
詠
歌
と

は
、
俊
成
の
や
う
に
表
現
論
的
思
考
の
極
限
に
お
い
て
え
ら
れ
た
観
念
、
歌
に

お
け
る
究
極
の
方
法
的
自
覚
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
連

歌
の
も
つ
極
め
て
特
殊
な
表
現
的
性
格
と
そ
れ
の
的
確
な
理
会
と
に
直
接
導
か

れ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
当
座
を
支
配
す

る
も
の
と
し
て
の
あ
の
「詠
吟
」
の
機
能
は
、
改
め
て
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。

す
で
に
前
稿
で
記
し
た
や
う
に
、
連
歌
に
と
つ
て
制
作
の
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
ま
た
本
来
の
享
受
の
場
で
も
あ
る
の
は

「当
座
」
で
あ
る
が
、
当
座
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
宰
領
し
、
秩
序
づ
け
る
任
に
あ
つ
た
の
は
宗
匠
乃
至
執

筆
で
あ
つ
た
。
と
り
わ
け
執
筆
は
そ
の
あ
げ
る
二
返

・
三
返
の
詠
吟
の
デ
に
よ

つ
て
、
新
た
に
誕
生
し
た

一
句
を

一
座
に
告
知
す
る
と
同
時
に
、
か
ね
て
次
の

制
作

（附
合
）
を
う
な
が
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
詠
吟
と
は
一
座
を

結
合
し
、

そ
の
運
動
を
指
導
す
る
現
実
的
な
力
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
従
つ
て
詠
吟
は
ま
づ
告
知
と
伝
達
と
の
上
に
そ
の
明
ら
か
な
機
能
が
指
摘

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
日
に
発
し
て
耳
に
入
る
明
快
な
肉
声
で
あ
る
こ
と
を
第

一

の
要
件
と
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
許
り
で
な
く
、
こ
ゝ
で
当
座
の
結
合

と
い
ひ
、
運
動
と
い
は
れ
る
も
の
ヽ
真
の
性
格
は
、
こ
れ
も
前
稿
で
や
、
詳
し

く
論
じ
た
や
う
に
、

「前
句
を
継
い
で
層
々
と
重
な
り
つ
ゞ
く
連
歌
の
創
作
過

程
は
、
単
な
る
個
人
過
程
の
集
積
で
ヽ
な
け
れ
ば
総
和
で
も
な
く
、
や
は
り

一

座
を
貫
く
単

一
な
過
程
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
制
作
と
享
受
と
の
間
に
見

ら
れ
る
緊
密
た
相
互
規
定
の
関
係
は
あ
た
か
も

一
作
家
の
そ
れ
に
比
定
さ
れ
よ

う
と
思
ふ
」
と
い
ふ
が
如
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
で
、
詠
吟
と
は
ま
さ
に
こ
の

や
う
な
当
座
の
創
作
過
程
を
こ
の
や
う
に
し
て
現
実
に
推
進
す
る
も
の
、
い
ひ

か
へ
れ
ば
制
作
、
享
受
と
い
ふ
本
来
質
を
異
に
し
、
人
を
も
異
に
す
べ
き
二
種

の
行
為
を
相
互
に
媒
介
し
つ
ゝ
、
そ
れ
ら
を
あ
た
か
も

一
作
家
の
内
に
働
く
批

評
的
Ｈ
制
作
的
活
動
に
比
定
し
う
る
や
う
な
単

一
な
創
作
過
程
に
ま
で
統

一
し

て
ゆ
く
機
能
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
か
う
考
へ
る
と
ま
た
詠
吟
は
、



制
作
と
享
受
と
の
統

一
と
い
ぶ
意
味
で
の
真
の
文
学
的
世
界
を
、
当
座
に
お
い

て
、
刻
々
に
現
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
い
は
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。
お
も
ふ

に
詠
吟
の
声
の
充
ち
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
文
学
的
世
界
は
産
出
せ
ら
れ
、
そ
こ

で
連
衆
の
す
べ
て
は
制
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
享
受
者
、
享
受
者
で
あ
る
と
同

時
に
制
作
者
で
も
あ
る
や
う
な
特
異
な
関
係
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
さ

う
し
て
詠
吟
の
も
つ
律
や
音
潮
、
そ
の
喚
起
す
る
様
々
な
表
象
の
動
き
は
、　
一

座
の
連
衆
の
思
想
や
感
情
の
正
し
い
表
現
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ

を
形
作
り
、
秩
序
づ
け
る
力
と
し
て
働
く
筈
で
あ
つ
た
。
か
う
な
る
と
詠
吟
と

い
ふ
肉
声
は
、連
歌
に
と
つ
て
む
し
ろ
内
的
な
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ず
、そ
の

意
味
で
は
俊
成
に
お
け
る
詠
歌
の
機
能
と
も
区
別
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

こ
の
や
う
な
声
の
優
位
を
更
に
決
定
的
な
も
の
と
す
る
も
う

一
つ
の
理
由

は
、　
一
般
の
文
学
作
品
か
眼
で
読
む
こ
と
を
通
し
て
考
へ
、
か
つ
理
会
さ
れ
る

の
と
異
り
、
木
来
そ
れ
の
許
さ
れ
な
い
連
歌
に
あ
つ
て
は
、
耳
に
入
つ
て
心
に

ひ
ゞ
く
こ
の
詠
吟
の
声
こ
そ
ま
こ
と
に
た
ゞ
一
つ
許
さ
れ
た
作
品
の
形
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
連
衆
に
と
つ
て
享
受
の
対
象
と
し
て
の

作
品
と
は
、
声
が
語
り
か
け
る
限
り
に
お
い
て
の
様
々
な
観
念
、
情
調
に
外
な

れ
は
い
」
ざ
［
疇
は
『
計

ヽ
（帥

跨
ｒ
わ
［
増
」
』
』
（
¨
〔
舞
野
赫
嚇
御
坤
け

優
柔
な
詠
吟
の
ひ
ゞ
き
は
、
あ
た
か
も
整
に
あ
ら
が
ふ
石
材
、
筆
に
あ
ら
が
ふ

思
想
の
如
く
に
作
者
に
抵
抗
す
る
素
材
と
し
て
あ
つ
た
と
さ
へ
い
へ
る
の
で
、

こ
の
や
う
な
声
の
文
学
と
し
て
の
一
種
の
純
粋
さ
が
連
歌
の
発
想

。
内
容

（意

味
的
に
も
気
分
的
に
も
）
を
あ
の
や
う
に
特
異
に
形
作
る
有
力
な
契
機
で
あ
つ

た
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
俊
成
の
詠
歌
に
よ
つ
て
代
表

さ
れ
る
歌
会
、　
歌
合
の
席
に
お
け
る
詠
吟
よ
り
も
却
つ
て
連
歌
の
当
座
に
お

い
て
、　
一
層
純
粋
か
つ
本
来
の
性
格
と
し
て
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ら
う
。
す
で
に
前
編
で
は
、

「連
歌
体
験
を
支
へ
る
根
源
的
契
機
」
の
一
と

し
て
聴
覚
性
が
当
座
性
・
興
遊
性
と
並
べ
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
ま
こ
と
に
か
う
し
た
意
味
で
の
詠
吟
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

叙
上
の
や
う
に
考
へ
て
く
る
と
、
日
常
の
言
葉
の
も
つ
声
の
伝
達
性
が
声
の

絶
対
性
と
も
よ
べ
ば
よ
び
う
る
一
種
の
内
的
機
能
と
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
な

く
同
時
に
働
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
実
の
中
に
、
連
歌
の
詠
吟
の
も
つ
真
の
特
徴

は
あ
つ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
良
基
の
詠
歌
を
単
純
に
民
謡
の
そ

れ
に
比
定
す
る
こ
と
の
診
り
と
と
も
に
、
ま
た
一
概
に
俊
成
の
思
想
に
比
定
す

る
こ
と
の
正
し
く
な
い
理
由
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
お

熱』ユ囃̈
嘲訥嶋鶴わ稗局一睦議は両議盤載絆印凛』胸資̈
帆罐轍

ま
た
こ
の
や
う
な
連
歌
の
詠
吟
の
性
格
に
あ
つ
た
こ
と
こ
そ
銘
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

以
上
は
幽
玄
を
、
と
く
に
表
現
論
の
面
で
と
り
あ
け
、
そ
こ
で
俊
成

・
良
基

両
者
の
相
似
と
相
異
と
を
識
別
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
い

到へ載酸潮詢賜吟ｍダ刺」対へ̈
驚れ掛嬬躯弥・』わいわれ面翻却
へ思穂解

隋駒麟嘲浸」“帥臨けがｒ』（あ効な鶴わ役聾肛わ「は蛯“わ輸囃

は
幽
玄
に
対
す
る
連
歌
主
体
の
明
ら
か
な
関
与
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
つ
て
、

も
し
前
稿
で
記
し
た
や
う
に
、
俊
成
的
幽
玄
の
撰
択
と
い
ふ
こ
と
に
連
歌
主
体

”
帳
詞
胸
淵
棚
動
師
帆
後
緩

をへ
』
肛
れ
ぃ
】
葉
猛
崚
酎
い
ｍ
ぼ
Ｍ
ｂ
彎
わ
は
彼

そ
の
第
二
の
証
し
で
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
良
基
の
真
の
課

題
が
俊
成
の
思
想
の
単
純
な
模
倣
に
は
な
く
、
連
歌
―
―
こ
の
当
座
的
・
興
遊



的

・
詠
吟
的
な
も
の
が
い
か
に
文
学
理
念
と
し
て
の
幽
玄
を
受
容
し
、
そ
れ
に

刻

印
す

る
か
、
そ
の
仕
方
に

，
，

、あ
つ
た
こ
と
を
明
瞭
に
語
り
か
け
る
も
の

に
外
な
ら
な
い
ｃ

次
に
幽
玄
の
問
題
は
、
表
現
論
的
考
察
か
ら
進
ん
で
審
美
内
容
の
そ
れ
に
移

ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
ゝ
に
も
恐
ら
く
同
様
の
事
情
は
看
販
さ
れ

る
筈

で

る
。
す
で
に
幽
玄
は
俊
成
的
幽
玄
と
し
て
捉
へ
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
限
り
で
そ

の
内
容
も
す
で
に
何
程
か
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
更
に
深
く
限
定

し
来
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
ゝ
で
、
前
稿
で
あ
げ
た
「軽
や
か
さ
」

「花
や
か
さ
」

「浅
さ
」

「明
快
さ
」

「新
し
さ
」
等
、
当
座
性
が
要
請
す
る

連
歌
文
学
の
基
本
的
内
容
、
傾
向
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
は
自

然
で
あ
る
。

し
か
し
良
基
に
と
つ
て
幽
玄
と
は
、
前
の

「幽
玄
の
境
」
と
い
ふ
語
が
十
分

に
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
表
現
を
規
定
す
る
究
極
の
理
念
と
も
い
ふ
べ
き
も
の

が
そ
の
真
の
あ
り
方
で
あ
り
、
単
な
る
審
美
的
観
念
と
し
て
扱
ふ
こ
と
は
許
さ

れ
ま
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
前
掲
筑
波
問
答
の
文
言
と
原
拠
で
あ
る
俊
成
の
そ
れ

と
を
比
較
す
る
と
き
、
後
の
場
合
幽
玄
は
艶
に
並
ぶ
審
美
的
性
格
と
し
て
捉
ヘ

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
、
で
は
却
つ
て
良
基
の
方
に
意
味
の
深
ま
り
は
あ
つ
た

と
さ
へ
い
ひ
う
る
位
で
あ
る
。
―
―
そ
こ
に
は
当
時
の
歌
壇
に
お
け
る
こ
の
語

の
一
般
的
な
慣
用
の
反
映
も
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
―
―
こ
の
や
う
に

彼
に
と
つ
て
幽
玄
は
本
来
理
念
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て

も
、
し
か
し
そ
れ
が
具
象
的
な
表
現
と
し
て
顕
現
す
る
と
き
、
い
か
な
る
審
美

的
性
格
を
も
ち
う
る
か
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
前
述
の

「面
影
」

「景
気
」
の
中
に

あ
ら
は
れ
る
幽
玄
の
色
合
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
の
幽
玄
の
内

容
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
は
、
ま
た
も
と
よ
り
幽
玄
論
に
固
有
の
一
課
題
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

そ
れ
に
つ
い
て
特
に
語
ら
れ
た
言
葉
は
、
右
の
筑
波
間
答
の
文
中
に
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
た
だ

「春
の
花
の
あ
た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、
垣
ね
の
梅
に
鶯

の
な
き
な
ど
し
た
る
景
気
風
情
…
…
」
と
い
ふ
一
節
に
比
喩
的
に
暗
示
さ
れ
て

ゐ
る
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
上
、
こ
れ
と
俊
成
の

「
春
の
花
の
あ

た
り
に
霞
の
た
な
び
き
、
秋
の
月
の
前
に
鹿
の
声
を
き
ヽ
、
垣
ね
の
梅
に
春
風

の
匂
ひ
、
峯
の
紅
葉
に
時
雨
の
う
ち
そ
ゝ
ぎ
な
ど
す
る
や
う
な
る
こ
と
…
…
」

と
い
ふ
原
文
と
を
比
較
す
る
と
き
、
前
者
に
は
秋
景
を
叙
し
た

一
対
の
辞
句
の

省
略
が
あ
る
の
で
、
情
調
の
花
麗
と
ふ
く
ら
み
と
が
そ
こ
で
は
一
層
強
め
ら
れ

て
ゐ
る
か
に
見
え
る
点
に
注
意
は
あ
つ
て
い
、
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
そ

れ
だ
け
で
は
示
唆
以
上
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
た
ゞ
梵
灯
庵
返
答

書
に

「連
歌
は
い
か
ほ
ど
も
余
情
あ
り
て
幽
玄
な
る
が
堂
上
の
観
と
見
え
て
よ

き
な
り
と
仰
せ
あ
ヶ
し
也
。
清
凍
殿
の
有
明
の
月
に
梅
の
香
り
満
つ
ら
む
や
う

に
案
ず
べ
し
と
こ
そ
仰
せ
あ
り
し
か
」
と
録
し
て
ゐ
る
言
葉
を
、
そ
の
比
喩
の

も
つ
色
彩
感
を
も
こ
め
て
、
た
ゞ
し
く
先
師
良
基
の
意
を
伝
へ
る
も
の
と
し
て

考
へ
合
は
せ
る
な
ら
ば
、
右
の
一
対
の
辞
句
の
省
略
を
彼
の
意
識
的
な
修
正
と

見
る
可
能
性
は
や
、
強
ま
る
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
暫
ぐ
措

き
、
叙
上
の
や
う
な
意
味
で
の
幽
玄
の
観
念
が
よ
り
明
瞭
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
の

は
「幽
玄
の
体
」、
「
幽
玄
な
る
詞
」、
「
か
、
り
幽
玄
」
な
ど
と
い
は
れ
た
風
体
、

，か
ヽ
り
、
詞
に
関
す
る
用
例
の
上
で
あ
り
、
殊
に
詞
に
関
し
て
ゞ
あ
つ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
心
、
風
情
に
関
し
て
は
ま
づ
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
の
は
注
意

さ
れ
て
よ
い
が
、
そ
れ
は
良
基
に
お
け
る
表
現
論
の
構
造
そ
の
も
の
に
関
聯
す

る
こ
と
な
の
で
一
往
そ
れ
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

心
は
彼
に
お
い
て
も
、
普
通
制
作
す
る
主
体
の
あ
り
方
、
注
び
に
風
情

・
着

想
の
二
途
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
無
限
の
追
求
は

あ
り
、
後
者
は
む
し
ろ
消
極
的
に
抑
制
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ

の
点
い
か
に
も
俊
成
的
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
表
現
論
の
構

ヽ



造
が
、
少
く
と
も
姿

。
か
ヽ
り
の
把
握
に
お
い
て
、
意
識
的
に
俊
成
の
そ
れ
を

踏
襲
し
た
こ
と
の
反
映
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
十
間
最

秘
抄
に

「
連
歌
も
心
を
正
し
く
強
く
す
べ
き
な
り
。

（中
略
）
さ
の
み
珍
ら
し

き
風
情
を
ほ
か
に
求
む
る
こ
と
不
可
然
。
た
ゞ
清
風
明
月
の
古
き
寄
合
に
て
新

し
く
し
な
す
べ
し
ｃ
常
の
こ
と
を
珍
ら
し
く
す
る
を
上
手
と
は
申
す
な
り
。
」
と

あ
る
の
や
、
連
歌
十
様
に

「連
歌
は
心
を
第

一
と
す
べ
し
。
古
事
を
新
し
く
す

る
を
吉
し
と
す
べ
き
に
や
、
あ
な
が
ち
に
珍
敷
事
不
可
好
。　
一
字
二
字
に
て
新

し
く
な
る
也
。
」
ま
た
同
書
に

「花
真
な
け
れ
ば
只
無
所
詮
也
。　
い
つ
も
云
様

に
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
謂
下
し
た
る
句
の
や
さ
し
く
聞
ゆ
る
が
上
手

に
て
あ

る

也
。」
と
あ
る
な
ど
い
づ
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で

一，あ
り
の
ま
ゝ
」
と
語
ら

れ
て
ゐ
る
の
は
右
の
最
秘
抄
に
い
は
ゆ
る

「常
の
こ
と
」
の
謂
で
あ
り
、

「珍

ら
し
き
風
情
」
の
対
立
物
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
愚
問
賢
注
な
ど
で

批
判
の
的
と
し
た
あ
の

「あ
り
の
ま
ゝ
」
と
は
語
は
同
じ
く
て
、
意
味
の
対
瞭

す
る
点
顧
み
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
為
兼
に
代
表
さ
れ
る
京
極
派
の

標
榜
で
あ
る
が
、良
基
の
筆
を
借
り
る
と
「
た
ゞ
風
雲
草
木
に
対
し
て
眼
前
の
風

景
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
詠
」
ず
と
か
、

「真
実
胸
中
よ
り
新
し
き
風
情
を
め
ぐ
ら

し
て
あ
り
の
ま
ゞ
に
詠
ず
べ
き
也
」
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、

い
は
ゆ
る
本
意
と
よ
ば
れ
る
類
型
的
着
想
の
帳
を
排
し
て
、
そ
の
う
し
ろ
に
直

接
に
在
る
と
思
は
れ
た
物
や
現
実
の
本
来
の
形
を
、
と
ら
は
れ
な
い
そ
の
眼
で

眺
め
、
対
象
に
と
つ
て
も
自
己
に
と
つ
て
も
共
に
よ
り
真
実
な
姿
を
、
在
来
の

表
現
様
式
に
も
拘
は
ら
ず
に
打
出
さ
う
と
す
る
意
志
的
な
も
の
で
あ
つ
た
と
い

へ
る
と
思
ふ
。
し
か
し
そ
こ
で
は
心
は
常
に
詞
に
先
行
し
て
ゐ
た
の
で
、
新
し

さ
も
用
詞
に
よ
つ
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
前
に
、
ま
づ
風
情

。
着
想
い
ひ
か
へ
れ

ば
対
象
の
構
成
の
仕
方
に
お
い
て
一
層
顕
著
で
あ
り
革
新
的
で
あ
つ
た
や
う
で

あ
る
。
し
か
し
良
基
の

「あ
り
の
ま
ゝ
」
は
こ
れ
に
反
し
、
却
つ
て
本
意
に
信

葱
し
、
随
順
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
恣
意
を
こ
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る

か

ら
、
心
に
関
す
る
限
り
愚
問
賢
注
に
見
え
る
対
京
極
批
判
の
言
葉
は
、
そ
の
ま

ヽ
連
歌
論
に
お
け
る
彼
の
立
場
で
も
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

彼
の
心
の
論
は

一
歩
も
二
条
派
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
の

た
め
に
彼
の
表
現
論
そ
の
も
の
に
い
さ
ヽ
か
の
革
新
も
肇
ま
れ
な
か
つ
た
と
予

断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
表
現
論
は
京
極
派
の
そ
れ
で
も
な
け

れ
ば
恐
ら
く
ま
た
二
条
派
の
そ
れ
で
も
な
く

（後
に
詳
述
す
る
）、
却

つ
て
心

よ
り
詞
、
詞
よ
り
姿
に
、
よ
り
高
次
の
表
現
性
を
賦
与
し
て
ゆ
く
あ
の
俊
成
的

性
格
に
お
い
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ

と
と
も
に
も
し
そ
の
表
現
論
の
内
容
に
革
新
性
が
争
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
心
に
で
は
な
く
て
詞
に
、
更
に
は
ま
た
姿
の
論
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
で
あ

ら
う
と
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当

面
の
課
題
で
あ
る
幽
玄
内
容
の
考
察
に
伴
つ
て
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く

で
あ
ら
う
。

さ
て
幽
玄
に
つ
い
て
、
や
う
や
く
は
つ
き
り
と
し
た
規
定
の
見
え
る
の
は

「

詞
」
の
上
で
あ
る
。
ま
づ
十
間
最
秘
抄
で
は
、
風
体
は
如
何
と
い
ふ
澗
に
対
し

て
詩
人
玉
暦
の
「詩
法
」
に
倣
ひ
、
「俗
な
る
心
、俗
な
る
詞
、
俗
な
る
風
情
を
去

れ
」
と
説
き
、
重
ね
て
俗
と
は
如
何
と
問
は
れ
て

「俗
な
る
詞
と
い
ふ
は
、
ま

づ
げ
す
し
く
、
荒
く
、
ふ
と
ハ
ヽ
と
聞
え
、
む
さ
′
ヽ
と
聞
ゆ
る
也
。
幽
玄
な

る
詞
は
さ
は
′
ヽ
、
す
べ
′
ヽ
と
聞
ゆ
る
也
」
と
答
へ
、
つ
い
で

「近

比

救

済
、
周
阿
な
ど
が
詞
ざ
し
を
学
ぶ
べ
し
。
風
情
の
俗
な
る
と
い
ふ
も
珍
ら
し
き

が
よ
き
と
心
得
て
、
存
外
の
風
情
な
ど
出
来
す
る
を
わ
ろ
し
と
は
申
す
也
。
さ

る
こ
と
も
ぁ
り
と
党
ゆ
る
や
う
に
、
あ
り
の
ま
ゝ
の
風
情
の
や
さ
し
き
を
俗
な

ら
ぬ
と
は
申
す
也
。
ま
づ
花
香
あ
る
は
俗
な
ら
ぬ
句
也
。
花
香
な
き
は
俗
な
る

句
也
。
能
々
料
簡
す
べ
し
」
と
説
い
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る



と
俗
と
は
幽
玄
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
幽
玄
と
は
主
と
し
て
詞
の
花
香
に

あ
る
と
解
し
て
差
支
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
ヽ
で
花
香
―
―
幽
玄
を
俗
か

ら
唆
別
し
、
幽
玄
を
真
に
幽
玄
た
ら
し
め
る
表
徴
と
し
て
の
こ
の
花
香
が

「
や

さ
し
」

「す
べ
′
ヽ
」
等
の
諸
内
容
を
そ
の
中
核
に
蔵
す
る
こ
と
は
以
上
の
文

一百
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
当
時

一
般
の
幽
玄
の
用
例
か
ら

見
て
、
あ
へ
て
異
と
す
べ
き
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
し
か
し

「花
香
」
に
附

託
さ
れ
て
ゐ
る
内
容
は
単
に
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
ら
う
か
。
臆
測
を
遅
く
す

れ
ば
、良
基
が
そ
の
語
感
を
も
含
め
た
十
分
な
意
味
で
の

「花
香
」
に
よ
つ
て
、

ま
さ
に
表
徴
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
右
の
説
明
に
尽
さ
れ
る
以
上
の
も
の
で

は
な
か
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
嘗
て
為
世
も

「
世
俗
凡
卑
之
詞
」
に
対
し
て

「花
麗
幽
玄
之
体
」
と

記
し

（
れ
慶
訴
陳
状
）、

「花
麗
」
で
も
つ
て

「幽
玄
」

の
語
を
飾
つ
た
や
う

に
、
こ
の
字
が
幽
玄
の
最
も
印
象
的
な
属
性
を
あ
ら
は
す
に
適
し
て
ゐ
た
こ
と

は
時
代
の
通
念
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
ら
、
良
基
の
い
は
ゆ
る

「花
香
」
も
―

―
た
と
へ
為
世
の
そ
れ
と
の
間
に
文
字
の
差
異
と
同
じ
程
に
微
細
な
異
同
は
あ

る
に
せ
よ
、
所
詮
二
条
派
の
旧
套
を
離
れ
る
も
の
で
な
か
つ
た
と
一
往
解
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
う
考
へ
る
と
心
、
詞
そ
れ
入
ヽ
の
も
つ
内
容
、
傾
向

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
俊
成
的
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
し
か
し
以
上
の
限

り
で
は
あ
へ
て
俊
成
的
と
ま
で
い
は
な
く
て
も
、
当
時

一
般
の
二
条
派
の
そ
れ

と
解
す
る
方
が
よ
り
穏
当
で
あ
る
と
さ
へ
い
は
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
彼
の
心
詞

論
は
俊
成
的
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
二
条
派
的
見
解
か
ら

一
歩
も
出
ず
に
終
つ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
従
つ
て
ま
た
詞
の

「花
香
」
も
単
に
幽
玄
内
容
を
表
徴
す
る

常
の
一
属
性
に
し
か
す
ぎ
な
か
つ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
、

「詞
」
は
更
に
詳
し
い
考
察
を
必
要
と
す
る
も
の
ヽ
ゃ
う
で
あ
る
。

お
も
ふ
に
心
、
風
情
に
関
し
て
は
、
彼
の
見
解
も
手
法
も
す
べ
て
旧
套
に
泥

ん
で
ゐ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
詞
に
関
し
て
は
必
ず
し
も

さ
う
で
な
か
つ
た
。

「幽
玄
な
る
詞
」
は
そ
の
幽
玄
の
内
実
に
つ
い
て
、
か
な

り
積
極
的
な
意
図
に
よ
る
拡
充
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
九

州
問
答
で
は

「
ま
づ
う
き
′
ヽ
と
や
さ
し
き
詞
を
か
ろ
ム
ヽ
と
す
べ
し
。
沈
み

た
る
や
う
な
る
詞
、
む
さ
′
ヽ
と
聞
ゆ
る
を
ば
せ
ぬ
こ
と
也
。
さ
の
み
幽
玄
な

ら
む
と
て
萎
え
た
る
詞
を
す
べ
か
ら
ず
。
古
今
三
代
集
の
詞
を
ば
歌
に
は
面
白

け
れ
ど
も
、
連
歌
に
は
萎
え
た
る
や
う
に
覚
ゆ
る
こ
と
あ
り
。」
と
い
ひ
、
別
の

個
所
で
は
こ
れ
に
加
へ
て

「
源
氏
寄
合
は
第

一
事
也
」
と
も
記
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は

「歌
は
皆
定
家
の
流
た
る
間
他
流
を
用
事
な
し
。
連
歌
は
俊

頼

・
顕
昭
等
が
説
も
、
親
行

・
仙
覚
が
源
氏

・
万
葉
の
説
を
も
皆
可
用
也
。

（中
略
）
近
来
歌
に
制
の
詞
と
云
事
あ
り
。
連
歌
に
は
更
に
是
を
不
可
憚
侯
」

（同
書
）
と
も
い
ひ
、あ
る
い
は

「連
歌
は
雖
無
作
例
、前
句
に
可
似
合
詞
は
可

用
付
也
。
此
事
摂
政
家
之
御
回
伝
如
此
」

（言
塵
集
）
と
も
伝
へ
て
ゐ
る
。
こ

れ
ら
に
よ
る
と
三
代
集
を
出
ず
べ
か
ら
ず
と
す
る
歌
論
の
固
定
観
念
は
進
ん
で

打
破
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
か
の
や
う
で
あ
り
、
少
く
と
も
当
時
の
古
典
教
養
の

内
部
に
お
け
る
能
ふ
か
ぎ
り
の
最
大
の
自
由
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
用
詞
の

上
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
理
会
さ
れ
る
。
詞
に
関
す
る
限
り
連
歌
は
明
ら

か
に
和
歌
を
こ
え
る
も
の
を
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
単
な
る

「
や
さ
し
さ
」
以
上
に

「う
き
′
ヽ
」、
「
か
ろ
ノ
ヽ
」
な
ど
と
い
は
れ
る
諸
性
格
を
も
含
み
う
る
も
の

を
幽
玄
に
要
請
し
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
と
幽
玄
は
為
世
の

一‐和
歌
庭
訓
」
に
も
語
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

「
さ
び

し
」

「あ
は
れ
」
な
ど
を
余
情
と
し
て
含
む
べ
ぎ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

「沈
み
た
る
一
も
の
で
も
な
け
れ
ば

「
萎
え
た
る
」
も
の
で
も
な
く
、
却
つ
て

幽
玄
は
凡
俗
に
対
立
す
る
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
に
も
ま
た
対
立
す
べ
き
も
の
と

考
へ
ら
れ
た
こ
と
は
二
条
派
と
て
例
外
で
は
な
か
つ
た
。
た
ゞ
同
派
は
凡
俗
を



撃
つ
の
に
急
で
、
後
者
に
つ
い
て
残
す
言́
葉
の
多
く
な
か
つ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
し
、
作
品
の
実
際
に
つ
い
て
は
省
更
で
あ
つ
た
と
い
ふ
ま
で
ゞ
あ
る
。
良

基
が
右
の
文
中
、

「歌
に
は
」

「歌
は
」
と
指
し
た
の
は
当
時
の
歌
壇
主
流
で

あ
る
と
と
も
に
、
み
づ
か
ら
も
属
し
て
ゐ
た
二
条
派
の
風
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
ら
う
が
、
こ
ヽ
で
あ
へ
て
歌
に
お
け
る
詞
の
幽
玄
を
連
歌
に
と
つ
て

「萎
え

た
る
」
も
の
、

「沈
み
た
る
」
も
の
と
評
し
た
言
葉
は
簡
単
で
な
い
。
そ
れ
は

歌

・
連
歌
の
二
道
に
互
る
彼
の
な
み
ノ
ヽ
な
ら
ぬ
研
鑽
、
更
に
は
両
者
の
十
分

な
体
験
的
比
較
に
基
い
て
の
言
葉
と
思
は
れ
る
だ
け
に
、
彼
に
と
つ
て
い
か
に

連
歌
体
験
は

「
う
き
ノ
ヽ
」、
「
か
ろ
ム
ヽ
」
と
い
は
れ
る
方
向
に
お
い
て
鮮
明

で
あ
り
、
か
つ
和
歌
の
気
分
内
容
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
か
、
ま
た

こ
の
や
う
な
諸
情
緒
に
対
す
る
彼
の
志
向
は
い
か
に
揺
が
ぬ
確
信
で
あ
つ
た
か

を
考
へ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
用
詞
に
対
す
る
彼
の
見
解
の
新

し
さ

に
は
、

「
不
避
病
、
不
憚
禁
忌
、
不
嫌
詞
、
不
訪
姿
、
唯
以
世
俗
之
詞
、
僅
詠

眼
前
之
風
情
敷
」

（為
世

・
延
慶
訴
陳
状
）
と
難
ぜ
ら
れ
た
、
か
の
為
兼
を
思

は
せ
る
も
の
さ
へ
あ
つ
た
と
い
へ
る
の
で
な
か
ら
う
か
。

こ
の
や
う
に
し
て
彼
は
和
歌
の
幽
玄
を
、　
一
層
「
う
き
ノ
ヽ
」、
「
か
ろ
ハ
ヽ
」

と
し
た
も
の
ヽ
方
向
へ
傾
斜
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
幽
玄

を
よ
り
濃
厚
に

「花
麗
」
に
よ
つ
て
色
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
ま
た

一
層
堕
俗
の
危
機
に
さ
ら
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
は
た
し
て
僻

連
抄
も

「大
方
は
代
々
の
勅
撰
の
詞
を
出
ず
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
新
し
く

し
な
し
た
ら
む
も
、
ま
た
俗
歌
も
連
歌
に
は
苦
し
み
あ
る
べ
か
ら
ず
。
但
地
下

の
輩

一
向
も
の
も
知
ら
ぬ
、
俗
に
混
じ
て
き
た
な
き
こ
と
を
す
る
也

一
と
語
つ

て
ゐ
る
が
、
こ
の
や
う
な
危
機
を
学
ん
だ
決
意
に
よ
つ
て
詞
の
自
由
は
殆
ん
ど

究
極
の
限
界
に
ま
で
達
し
て
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
ｃ
た
し
か
に
良
基
は

「俗
歌
」
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
俗
の
限
界
を
在
来
の
観
念
の
外
に
押
拡

げ
た
こ
と
に
な
つ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
押
拡
げ
た
に
と
ゞ
ま
り
、花
香

に
限
界
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
所
詮
こ
の
場
合
も
変
り
は
な
い
で
あ
ら
う
。

い
ひ
か
へ
れ
ば
花
香
と
は
、
幽
玄
を
萎
え
や
沈
み
か
ら
救
抜
し
て
俗
へ
向
つ
て

拡
充
す
る

一
契
機
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
幽
玄
を
俗
か
ら
区
別
す
る
契
機
と

し
て
働
く
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
う
考
へ
る
と
彼
の
幽
玄
は
、

「

花
麗
幽
玄
」
と
い
は
れ
た
在
来
の
幽
玄
を
構
造
的
に
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
俗
歌
と
い
は
れ
た
歌
壇
の
通
念
と
し
て
の
俗
を
新
た
に
幽

玄
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
打
破
り
つ
ゝ
、
幽
玄
内
容
を
拡
大
し
更
新

し
て
ゆ
か
う
と
す
る
立
場
に
お
い
て
、
や
は
り
明
ら
か
に
在
来
の
幽
玄
思
想
を

こ
え
る
一
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
幽
玄
論
史
の
上
に
一
展
開
を
進
め
た
も

の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
思
ふ
。

右
の
や
う
に
彼
の
幽
玄
が
捉
へ
ら
れ
る
と
す
る
と
、
花
香
は
す
で
に
重
要
な

意
味
を
帯
び
て
照
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
為
世
的
な

「

花
麗
」
で
な
く
し
て
、
幽
玄
が
俗
へ
と
一
層
深
く
切
り
込
ま
れ
、
い
は
ゞ
更
に

向
下
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
変
容
せ
ら
れ
た
花
麗
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら

な

い
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
は
花
麗
と
異
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

単
に
強
め
ら
れ
た
花
麗
と
い
ふ
以
上
に
、
種
々
の
微
妙
な
陰
動
を
帯
び
て
来
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ら
う
。
も
し
彼
が
幽
玄
を
描
写
す
る
た
め
に
慣
用
し
た

「う

き
ノ
ヽ
」、
「
か
ろ
ハ
ヽ
」、
「さ
は
ノ
ヽ
」
な
ど
と
い
ふ
一
群
の
象
徴
辞
を
想
起

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
右
の
よ
う
な
花
香
を
構
成
す
る
そ
れ
ハ
ヽ
の
様
態
で

あ
り
、
か
つ
花
香
を
花
麗
か
ら
、
そ
の
語
感
を
も
含
め
た
語
の
十
分
な
意
味

で
、
識
別
す
る
契
機
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
花
香
は
連
歌
的
に

限
定
せ
ら
れ
た
幽
玄
の
性
格
を
表
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
幽
玄

に
内
在
す
る
審
美
内
容
で
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
単
に
そ

れ
に
止
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
彼
の
い
は
ゆ
る
花
香
と
は
、



単
に
在
来
の
幽
玄
を
更
新
す
る
一
契
機
と
い
ふ
以
上
に
は
そ
の
審
美
論
中
に
占

め
る
役
割
を
も
た
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

前
稿
の
は
じ
め
に
も
記
し
た
や
う
に
、
幽
玄
が
連
歌
に
導
入
さ
れ
た
の
は
殆

ん
ど
長
連
歌
の
成
立
に
伴
つ
た
と
い
つ
て
ょ
か
っ
た
し
、
事
実
連
歌
史
は
幽
玄

の
絶
え
ざ
る
深
化
の
過
程
と
し
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
筑
波
問
答
に

「

近
比
よ
り
ぞ
心
深
く
、
詞
幽
玄
な
る
こ
と
ど
も
承
は
り
し
か
ど
も
、
此
比
の
や

う
に
心
を
ま
は
し
、
詞
を
み
が
き
て
、
当
座
の
興
を
催
す
や
う
な
る
こ
と
は
翁

い
ま
だ
聞
き
侍
ら
ざ
り
き
」
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
当
時
の
連
歌
は

何
か
常
の
幽
玄
の
観
念
の
み
で
は
律
し
き
れ
な
い
や
う
な
特
種
な
感
動
と
し
て

体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
、
い
ひ
か
へ
れ
ば

「当
座
の
興
」

と
い
ふ
連
歌
的
性
格
に
よ
つ
て
特
殊
に
限
定
さ
れ
る
も
の
は
、
単
に
よ
り
花
や

か
な
幽
玄
と
い
ふ
以
上
に
、
幽
玄
と
は
む
し
ろ
異
質
的
で
す
ら
あ
る
特
種
な
内

容
を
も
含
み
う
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
い
ぶ

印
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
や
ヽ
詳
し
く
説
明
す
る
も
の
を
求
め
る
と
、
す

で
に
幽
玄
は

「詞
」
を
離
れ
て

「
姿
」
へ
移
さ
れ
て
ゆ
く
。
即
ち
風
体
論
に
お

け
る
彼
の
秀
逸
体
の
説
を
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

僻
連
抄
に
よ
る
と
、

「秀
逸
の
体
は
さ
ま
ハ
ヽ
な
れ
ど
も
、
晨
意
に
は
寄
合

も
ら
さ
ず
ひ
し
と
付
た
る
も
子
細
な
し
と
雖
も
、
い
づ
く
い
か
に
と
付
た
る
や

ら
む
と
覚
ゆ
る
を
よ
く
′
ヽ
案
ず
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
深
き
心
の
あ
ら
は
れ
て

幽
玄
な
る
面
影
そ
ひ
て
、
い
さ
ヽ
か
理
あ
り
て
下
に
深
く
付
た
る
が
面
白
く
覚

ゆ
る
也
ｃ
ま
た
見
る
様
に
花
々
と
あ
る
も
其
興
あ
り
。
凡
は
い
づ
れ
と
定
む
べ

き
に
あ
ら
ず
、
よ
き
は
い
か
に
も
よ
く
、
わ
ろ
き
は
い
か
な
る
も
わ
ろ
し
。
更

に
一
様
を
ま
も
る
べ
か
ら
ず
。
種
々
の
体
を
習
ふ
べ
し
。
い
か
に
も
ち
と
い
は

―
―
―
―
　
　
　
　
―
―

―
，　
　
　
　
　
　
　
　
注
五

れ
ぬ
か
ら
と
思
ふ
や
う
な
る
に
余
情
の
そ
ひ
て
よ
き
句
は
あ
る
也
」。

と
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
見
出
さ
れ
る
寄
合
、
幽
玄
、見
る
様
に
花
々
と
あ
る
、
の

三
体
は
、
い
は
ゞ
秀
逸
体
の
基
木
様
式
と
も
い
ふ
べ
き
意
味
を
も
ち
、　
一
往
価

値
的
等
差
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
女
末
に
と
り

わ
け
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
余
情
と
は
幽
玄
の
体
の
属
性
と
見
ら
れ
る
上
、
同
書
に

は
別
に

「所
詮
当
時
新
式
の
上
手
の
風
体
と
い
ふ
は
、
ま
づ
詞
幽
玄
に
し
て
心

深
く
、
具
足
少
く
も
の
浅
き
や
う
に
す
る
を
詮
と
す
べ
し
」
と
も
記
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
、
三
体
の
中
特
に
幽
玄
の
上
に
彼
の
最
上
の
評
価
は
集
め
ら
れ
て
ゐ
た

と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
他
の
二
体
の
中
、
審
美
様
式
と
し
て
当
面
の
問
題
に

関
係
し
て
ゐ
る
の
は

「見
る
様
に
花
々
と
あ
る
」
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
体

何
で
あ
ら
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
右
の
三
体
を
更
に
詳
し
く
説
き
直
し
て
ゐ

滸

六

る
九
州
間
答
の
大
義
説
を
顧
み
た
い
と
思
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

「花
々
と
も
幽
玄
に
も
、
ま
た
面
白
く
も
新
し
く
も
聞
え
む
ず
る
が
秀
逸
に

て
あ
る
べ
き
也
。
寄
合
も
心
も
珍
ら
し
か
ら
む
は
不
及
申
、
更
に
風
情
も
寄
合

も
な
き
句
の
な
に
と
や
ら
む
ほ
け
′
ヽ
と
感
を
催
す
こ
と
の
あ
る
也
。
是
ぞ
第

一
の
生
得
の
堪
能
の
仕
態
に
て
件
る
べ
き
。
俊
成
卿
の
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
と

云
出
し
た
る
時
は
、
末
を
聞
く
ま
で
も
な
く
面
白
し
と
い
は
れ
け

る
も

此
体

也
。

（中
略
）
秀
逸
の
体
六
義
に
な
づ
ら
へ
て
六
の
品
を
可
申
也
。　
一
は
幽
玄

に
面
影
そ
ひ
た
る
旬
の
、
い
た
く
心
の
こ
ま
か
に
も
な
き
句
、
二
は
同
様
な
る

句
が
ら
に
て
心
を
作
人
た
る
句
、
三
は
花
々
と
さ
は

，
ヽ
と
あ
る
句
の
さ
し
て

心
は
な
き
、
四
は
同
句
の
風
体
に
て
意
地
を
ま
は
し
た
る
、
五
は
寄
合
を
捨
て

詞
ば
か
り
の
面
白
き
体
、
六
は
寄
合
を
捨
て
心
ば
か
り
に
て
面
白
き
体
也
。
此

大
体
に
は
づ
れ
た
る
句
は
た
だ
い
つ
も
無
文
の
連
歌
に
て
、
長
点
な
ど
あ
る
こ

と
は
あ
る
ま
じ
き
也
。
所
詮
ほ
け
′
ヽ
と
し
み
ふ
か
く
幽
玄
の
体
と
、

縦
桜
と

花
香
の
立
て
さ
、
め
き
た
る
体
簡
要
で
あ
る
べ
き
也
。
且
は
依
人
可
好
候
也
。」

こ
れ
に
よ
る
と
前
の
三
の
基
本
様
式
は
再
び
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
更
に



「心
あ
る
」
と

「心
な
き
」
の
二
様
式
が
こ
れ
に
配
さ
れ
て
六
の
品
の
立
て
ら

れ
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
ゝ
で
心
と
は
も
と
よ
り
着
想
の
意
で
あ
る
か

ら
、　
一心
あ
る
一
よ
り
は

「心
な
き
」
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
ゐ
る
か
に
見

え
る
こ
と
、
ま
た
寄
合
よ
り
寄
合
を
捨
て
る
こ
と
が
同
様
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と
は
既
述
の
説
明
か
ら
当
然
と
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
問
題
は
、
ン」
ヽ
で
も
「
幽

玄
に
面
影
そ
ひ
た
る
句
」
を
最
上
と
見
な
す
傾
き
は
あ
る
も
の
ゝ
、文
末
を
見
る

と

「花
々
と
花
香
の
立
て
さ
ゝ
め
き
た
る
体
」
に
対
し
て
は
前
の
僻
連
抄
が
「
見

る
様
に
花
々
と
あ
る
体
」
に
加
へ
た
よ
り
も

一
層
の
推
重
を
示
し
、
殆
ん
ど
幽

玄
の
体
と
並
立
し
う
る

一
様
式
と
し
て
さ
へ
扱
つ
て
ゐ
る
点
で
あ
ら
う
。
こ
ヽ

で

「
見
る
様
」

と
い
は
れ
た
言
葉
に
つ
い
て
は
暫
く
措
き
、

「花
々
」

と
い

ひ
、

「花
香
」
と
い
は
れ
た
も
の
は
前
に
幽
玄
内
容
の
表
徴
と
し
て
語
ら
れ
た

あ
の

「花
香
」
Ｌ
必
ず
別
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
と
思
ふ
。
さ
う
と
す
れ
ば

「

花
々
と
花
香
の
立
て
さ
ゝ
め
き
た
る
体
」
と
い
は
れ
た
花
香
と
は
、　
一
面
幽
玄

に
内
在
す
る
と
と
も
に
、
ま
た

一
面
そ
れ
に
対
立
さ
へ
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
さ
う
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
更
に

次
の
や
う
に
考
へ
る
の
が
適
当
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

す
で
に
述
べ
た
や
う
に
良
基
は
在
来
の
幽
玄
を
構
造
的
に
は
こ
れ
を
惟
持
し

つ
ヽ
、
内
的
価
値
に
お
い
て
変
容
す
る
と
い
ふ
方
向
を
と
ら
ぎ
る
を
え
ず
、
お

の
づ
か
ら
在
来
の
俗
へ
と
深
く
滲
透
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
内
容
の
拡
充
と
更
新

と
を
と
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
幽
玄
内
容
の
展
開
を
表
徴
す
る
言
葉
が

在
来
の
花
麗
に
対
す
る
花
香
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は

単
に
そ
れ
が
幽
玄
を
そ
の
内
部
で
変
革
す
る
も
の
と
し
て
働
く
ば

か
り

で
な

く
、
進
ん
で
幽
玄
そ
の
も
の
に
対
立
す
る
や
う
な
新
た
な
審
美
観
念
と
し
て
成

長
し
、
か
つ
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
た
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
「花
々
と
花
香
の
立
て
さ
ゝ
め
き
た
る
体
」
と
い
は
れ
た

一
体
と
し
て
の
花

香
は
そ
れ
で
、
従
つ
て
花
香
と
は
連
歌
が
そ
の
性
格
に
即
し
て
産
出
し
た
独
自

の
文
学
観
念
で
あ
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
連
歌
文
学
を
根
抵
で

支
へ
る
審
美
内
容
で
あ
り
、
和
歌
的
幽
玄
に
対
し
て
は
自
己
を
守
り
、
か
つ
自

己
を
主
張
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
幽
玄
が
古
典
的
規
範

と
し
て
連
歌
論
に
襲
用
さ
れ
る
に
及
ん
で
そ
の
中
に
も
強
力
に
滲
透
し
、
や
が

て
そ
こ
に
一
種
の
価
値
更
新
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
ふ
。
こ
の
や
う
に
花
香
と
幽
玄
と
の
関
係
を
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
両
者

は
も
は
や
異
質
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
花
香
は
幽
玄
が
そ
の

中
に
含
み
も
つ
自
己
と
類
型
的
に
等
質
の
部
分
に
の
み
よ
く
働
き
う
る
筈
で
あ

る
が
、
幽
玄
に
と
つ
て
そ
れ
は

一
体
い
か
な
る
部
分
な
の
で
あ
ら
う
か
。
も
と

よ
り
幽
玄
は
多
様
な
審
美
内
容
の
結
合
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
強
ひ
て
分
割
す

る
こ
と
は
方
法
的
誤
診
を
犯
す
こ
と
に
さ
へ
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
り
に
様
式

論
的
に
い
へ
ば
そ
れ
は
前
述
の
や
う
な

「
さ
び
し
」、
「あ
は
れ
」
な
る
も
の
と

「花
麗
」
な
る
も
の
と
を
対
極
と
す
る
緊
張
の
中
に
成
立
す
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
の
で
、
花
麗
こ
そ
ま
さ
し
く
そ
れ
に
擬
す
べ
も
き
の
と
い
は
ね
ば
な
ら

な
い
。
所
詮
花
香
は
そ
の
審
美
的
性
格
に
お
い
て
は
や
は
り
幽
玄
と
異
質
的
に

対
立
す
る
ま
で
に
斬
新
で
あ
つ
た
と
は
い
へ
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。

花
香
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
は
更
に
残
さ
れ
た
が
、
す
で
に
期
限
は
紙
数
と

と
も
に
こ
え
て
ゐ
る
の
で
、
こ
ヽ
で
一
往
摘
筆
し
、
以
下
は
次
の
機
会
に
委
ね

た
い
。

証

一
　
こ
れ
を
定
家
の
初
期
の
方
法
と
比
較
す
れ
ば
そ
の
特
色
は
明
瞭
で
あ

る
。
定
家
は
、
あ
へ
て
意
味
の
繋
り
を
中
断
し
、
言
葉
の
も
つ
意
味
作

用
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却

っ
て
個
々
の
言
葉
の
も
つ
感
情
表
現



の
機
能
を
拡
大
す
る
。
さ
う
し
て
主
要
な
語
句
の
い
く
つ
か
を
中
心
と

し
て
放
射

す
る
い
く
つ
か
の
情
調
の
波
紋
の
末
を
次
々
に
打

重
ね
つ

ヽ
、　
い
は
ゞ
情
調
の
微
妙
な
色
合
に
よ
る
績
綱
彩
色
と
で
も
い
ふ
べ
き

手
法
に
よ
っ
て
、
情
調
の
連
続
を
捉

へ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

護
二
　
な
け
れ
ば
―
―
本
研
究
室
蔵
土
橋
旧
蔵
本
に
よ
る
。

議
三
　
直
接
に
は
八
雲
御
抄
巻
六
用
意
部
、
所
引
の
も
の
に
拠
っ
た
か
と
思

は
れ
る
が
、
そ
れ
と
原
歌
合
の
本
文
と
の
間
に
異
同
は
殆
ん
ど
な
い
。

証
四
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
少
の
不
審
を
懐
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
近

世
の
当
座
興
行
で
は
執
筆
の
ほ
か
連
衆
も
、
そ
れ
ぞ
れ
座
右
に
硯
を
備

へ
て
付
句
を
手
控

へ
し
つ
ヽ
、
差
合
を
は
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
良

基
当
時
は
い
か
ゞ
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
連
歌
新
式
に
し
て
も
こ
れ
を
壁

間
に
掲
げ
て
興
行
し
た
場
合
の
あ
つ
た
こ
と
な
ど
考
へ
合
は
せ
る
と
、

付
句
と
て
必
ず
し
も
耳
で
聞
く
ば
か
り
で
は
な

か
つ
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
声
が
い
か
に
優
位
を
占
め
て
ゐ
た
か
は
、
梵
灯
庵
返
答
書

に
一京
極
黄
門
、
わ
れ
は
歌
作
り
に
て
こ
そ
あ
れ
と
申
さ
れ
け
る
。
連

歌
に
も
連
歌
作
、
連
歌
師
、
連
歌
聞
あ
る
べ
き
也
。
只
耳
こ
そ
肝
要
に

候
へ
」。　
と
記
さ
れ
た
言
葉
が
語
つ
て
ゐ
ヶ
し
、
こ
と
に
同
書
に

「
民

部
少
輔
成
量
は
昔
よ
り
上
手
の
連
歌
を
聞
き
た
る
者
に
て
、
耳
は
無
雙

に
候
し
も
の
を
、　
そ
の
世
に
候
は
ゞ
よ
き
点
者
に
て
こ
そ
候
は
ん
ず

ら
め
。
才
四
十
未
満
に
て
み
ま
か
り
し
こ
と
無
念
候
」
と
あ
る
の
は
注

意
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

護
五
　
僻
連
秘
抄
に
よ
り
校
訂
す
。
原
文
は
、
潤
引
に‐
―
―

「
に
」
と
あ

・　
り
。
そ
ひ
て
―
―

「
ひ
て
」
と
あ
り
。

証
六
　
僻
連
抄
と
九
州
問
答
と
の
間
に
は
約
三
十
年
の
隔
り
が
あ
る
。
さ
う

で
な
く
て
も
一
般
に
良
基
の
論
書
は
特
定
の
個
人
に
当
て
た
も
の
が
多

い
の
で
、
叙
述
の
精
疎
、
関
心
の
あ
り
か
は
そ
れ
人
ヽ
同

一
と
い
へ
な

い
が
、
し
か
し
特
に
思
考
の
変
化
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
の

重
要
な
差
異
は
そ
の
間
に
見

ら
れ
な
い
や
う
で
あ
る
。
た
ゞ
九
州
問

答
、
十
間
最
秘
抄
等
晩
年
の
作
に
な
る
と
、
連
歌
的
な
も
の
ゝ
叙
述
が

一
層
精
細
に
的
確
に
な
っ
て
ゐ
る
の
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

護
七
　
最
近
木
村
三
四
吾
氏
の
御
教
示
に
よ
つ
て
見
る
こ
と
の
出
来
た
天
理

図
書
舘
蔵
、
九
州
問
答
残
簡
と
み
ら
れ
る

一
巻
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
こ

の

「花
々
と
花
香
の
立
て
き
ヽ
め
き
た
る
体
」
は

「
花
々
と
し
て
き
ヽ

め
き
た
る
体
」
と
な
つ
て
ゐ
る
。

一
九
五
二
、　
一
二
、
二
八
、　
―
大
阪
大
学
助
教
授

―




