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心

敬

の

疎

句

体

と

理

―
―

そ

の
付

合

論

研

究

こ
れ
は
、
本
誌
第
十
四
韓
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿

「
心
敬
連
歌
諭
の
課

題
―
―
そ
の
付
合
諭
序
説
」
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ

れ
に
は
こ
れ
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
で
き
る
限
り
与
へ
て
ゐ
る
つ
も

り
で
は
あ
る
が
、前
稿
と
あ
は
せ
て
読
ん
で
い
た
ヽ
き
た
い
と
思
ふ
。

一

心
敬
の
親
句

・
疎
旬
の
説
は
、
普
通
に
は
単
に
彼
の
付
合
論
と
し
て
理
会
さ

れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
付
合
、
否
連
歌
自
体
と
何

の
関
係
も
な
く
、
も
つ
ば
ら
和
歌
で

「姿
」
と
い
は
れ
た
も
の
、
い
ひ
か
へ
れ

ば

一
首
の
形
象
に
つ
い
て
、
語
句
の

「き
れ
」
と

「
つ
ゞ
き
」
と
の
状
態
を
観

察
し
よ
う
と
し
た
歌
諭
上
の
観
念
に
外
な
ら
な
か
つ
た
。
た
ゞ
説
の
細
部
と
な

る
と
、
諸
書
の
間
に
必
ず
し
も

一
致
は
見
ら
れ
な
い
と
い
ふ
ま
で
で
あ
る
。
連

歌
論
に
お
い
て
、
こ
の
観
念
を
襲
用
し
た
の
は
長
短
抄
な
ど
が
は
じ
め
で
あ
る

が
、
こ
の
書
の
所
説
は

一
般
に
竹
園
抄
の
敷
き
写
し
と
い

つ
て
も
よ
い
も
の
な

の
で
、
こ
の
場
合
も
同
様
に
、
単
に

一
句
の
形
象
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
間
の

語
旬
の
連
接
の
し
か
た
、
同
書
の
言
葉
を
借
り
る
と

「
五
七
五
の
移
り
」
の
状

態
を
説
く
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
具
体
的
に
い
へ
ば
、
五
七
五
の
「
つ
ゞ
き
」

の
上
に
五
音
連
声

・
五
音
相
通
の
理
に
基
く
押
韻
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
乃

至
は
縁
語
に
よ
る
応
和
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
、
有
る
も
の
を
親

田

裕

句
、
無
い
も
の
を
疎
句
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。

心
敬
の
親
句

・
疎
旬
の
説
は
恐
ら
く
直
接
に
は
愚
秘
抄
、
三
五
記
に
よ
つ
た

の
で
あ
ら
う
が
、
や
は
り
第

一
に
は
、
歌
の
姿
の
論
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

「大
方
疎
句
と
て
、
上
下
あ
ら
ぬ
や
う
に
継
た
る
歌
に
秀
逸
は
多
く
侍
る
と

な
り
。
親
句
と
て
、
上
下
し
た
し
く
言
ひ
は
て
た
る
に
は
秀
歌
ま
れ
な
る
由

定
家
卿
注
し
給

へ
り
」
（苔
建
）

と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
と
つ
て
疎
句
歌
と
は
、
彼
が
歌
の
完

美
な
様
式
で
あ
る
と
考
へ
る
と
同
時
に
、　
一
般
に
詩
の
理
想
的
な

一
限
界
が
そ

こ
に
実
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
さ
へ
考
へ
て
ゐ
た
定
家
的

・
新
古
今
的
形
象
の
も
つ

上
下
の
連
接
の
し
か
た
、
彼
の
い
は
ゆ
る
響
口
ひ
残
し
理
な
き
」も
の
に
擬
せ
ら

れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
は
前
稿
に
も
記
し
た
や
う
に
、
上
下
二
句
間
の
意
味
的

論
理
的
な
聯
関
を
た
ち
切
り
、
そ
の

「
理
な
き
」
連
接
に
お
い
て
上
下
旬
を
情

調
的
、
感
情
的
に
統

一
し
よ
う
と
す
る
様
態
と
し
て
明
瞭
に
規
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
つ
た
。
こ
の
疎
句
歌
の
考
へ
を
連
歌
に
適
用
し
た
の
が
彼
の

「
疎
句
体
」

の
説
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
も
長
短
抄
的
な
考
へ
は
見
ら

れ
ず
、
こ
と
に
問
題
は

一
句
の
姿
の
上
に
は
な
く
て
、
す
で
に
完
全
に
二
句
間

の
問
題
す
な
は
ち
付
合
論
に
転
用
さ
れ
了
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
恐

ら
く
彼
の
独
創
も
こ
ゝ
に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
０

そ
も
そ
も
疎
句
歌
の
説
を
連
歌
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
最
初
に
来



る
の
は
長
短
抄
的
な
解
釈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
故
心
敬
は
こ
れ
を
と

ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
み
づ
か
ら
何
一
つ
語
つ
て

ゐ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
彼
の
適
用
が
、
単
に
歌
論
の
敷
き
写

し
で
な
く
、
い
か
に
疎
句
思
想
を
連
歌
的
に
受
容
し
き
つ
て
ゐ
る
か
を
語
る
も

‐の
に
Ъ
る
し
、
そ
れ
と
共
に
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
か
う
し
た
受
容
の
基
底
に

は
連
歌
形
態
そ
の
も
の
が
新
古
今
的
な
疎
句
歌
の
様
式
か
ら
の
必
然
的
発
展
で

あ
る
と
い
ふ
認
識
が
彼
に
確
立
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
は
れ
る
そ
の
点
で
あ
ら
う
。
が
、
か
う
し
た
疎
句
歌
の
様
式
か
ら
連
歌
形

態
へ
の
発
展
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
形
式
の
継
起
が
か
う
し
た
歴
史
的
意

義
を
も
つ
こ
と
の
理
会
は
、
あ
の
新
古
今
的
様
式
を
一
層
意
識
的
に
模
倣
し
追

究
し
よ
う
と
し
た
正
徹
の
歌
論
の
中
に
す
で
に
前
芽
を
み
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

前
稿
で
論
証
し
た
通
り
で
あ
る
。
正
徹
の
歌
論
に
は
、
新
古
今
以
来
和
歌
形
式

を
深
く
様
式
的
に
刻
ん
で
い
つ
た
こ
の
疎
句
思
想
が
つ
ひ
に
和
歌
形
式
を
こ
え

て
、　
一
の
新
し
い
形
式
を
産
み
出
す
に
至
る
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
歌
を
三
分

す
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
二
分
さ
れ
て
ゐ
る
二
句
を
一
に
結
合
し
統
括
す
る

形
態
の
方
が
、
そ
の
理
想
と
す
る
表
現
形
象
に
と
つ
て
、
よ
り
一
層
機
能
的
で

あ
り
、
適
合
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
正
徹
は
し
か
し
最
後
ま
で
連
歌
形
式
自
体
を
認
め
る
と
こ
ろ
ま
で
い

か
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
心
敬
は
そ
の
真
摯
な
連
歌
制
作
を
通
し
て
、
す

で
に
連
歌
形
式
の
も
つ
力
、
そ
の
付
合
の
機
能
が
彼
の
抱
懐
す
る
疎
句
的
な
表

現
理
想
を
実
現
す
る
上
に
、
い
か
に
よ
り
多
く
の
適
合
性
を
も
つ
て
ゐ
る
か
に

つ
い
て
、
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
を
よ
せ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

心
敬
の
説
い
た
あ
の
厳
格
な
和
歌
連
歌

一
体
説
は
、
連
歌
形
態
が
新
古
今
的

様
式
か
ら
の
発
展
で
あ
る
と
い
ふ
認
識
の
上
に
立
つ
て
、
は
じ
め
て
十
分
な
理

由
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
し
、
ま
た
疎
句
的
表
現
を
め
ざ
す
こ
の
和
歌
連
歌

一

体
説
の
徹
底
に
よ
つ
て
、
い
よ
い
よ
連
歌
は
そ
の
形
態
的
特
質
を
鮮
明
に
す
る

こ
と
を
要
請
さ
れ
る
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
付
合
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
を
真
に
正
し

く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
は
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
従
つ
て

一
体

説
の
主
張
は
却
つ
て
連
歌
特
質
の
自
党
に
導
く
、
と
い
ふ

一
見
逆
説
的
な
関
係

が
あ
ら
は
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
連
歌
が
和
歌
に
対
し

て
も
つ
形
態
的
特
質
を
完
全
に
自
党
し
た
の
は
心
敬
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
端

的
に
示
す
も
の
が
、
前
稿
で
し
ば
し
ば
ふ
れ
て
き
た
連
鎖
性
の
偏
重
と
も
い
ふ

べ
き
彼
の
付
合
論
の
特
徴
で
あ
つ
た
。

煩
瑣
の
き
ら
ひ
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
必
要
な
彼
の
言
葉
を
引
用
し
よ

０

「指
合
ひ
、
嫌
物
な
ど
こ
そ
侍
れ
、
上
下
の
鎖
り
ざ
ま
つ
ゆ
ば
か
り
も
た

ま
し
ひ
歌
に
変
り
侍
ら
ば
、
連
歌
に
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
や
」

（所
々
返

答
第
三
）

０

「連
歌
は
必
ず
上
旬
を
い
ひ
残
し
て
下
旬
に
ゆ
づ
り
、
下
旬
に
い
ひ
は
て

ず
し
て
上
旬
に
い
は
せ
は
つ
べ
き
物
と
見
え
た
り
。
お
の
ノ
ヽ
に
い
ひ
は

て
た
る
旬
に
は
感
情
秀
逸
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
」

（
さ
ゝ
め
ご
と
上
）

０

「
此
道
は
前
旬
の
と
り
よ
り
に
て
、
い
か
な
る
定
句
も
玄
妙
の
も
の
に
な

り
、
い
か
ば
か
り
の
秀
逸
も
む
げ
の
こ
と
に
な
る
と
い
へ
る
。
前
句
と
我

句
と
の
間
に
旬
の
奇
特
、
作
者
の
粉
骨
は
あ
ら
は
れ
侍
る
べ
し
と
な
り
。

大
方
、　
一
句
の
上
に
理
ほ
が
ら
か
に
あ
ら
は
れ
侍
る
は
優
艶
感
情
あ
さ
く

や
。
い
か
に
も
前
旬
の
あ
つ
か
ひ
、
心
詞
の
輪
廻
の
覚
悟
大
切
の
道
な
る

か
」

（苔
筵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の
０
に
見
ら
れ
る
厳
格
な
和
歌
連
歌

一
体
説
、
国
に
見
ら
れ
る
二
旬
の

「

き
れ
」
す
な
は
ち
各
旬
の
独
立
性
に
対
す
る
否
定
的
見
解
↓
国
に
お
け
る

「
つ

ゞ
き
」
す
な
は
ち
連
鎖
性
に
対
す
る
厳
し
い
主
張
。
つ
ま
つ
こ
れ
ら
の
例
文
は



心
敬
の
一
体
説
が
い
は
ゞ
連
鎖
性
偏
重
の
論
に
結
果
し
て
ゆ
く
状
況
を
極
め
て

原
則
的
な
語
調
で
語
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
こ
の
や
う
に
彼
の
付
合
論
が
各

旬
の

「き
れ
」
よ
り

「
つ
ゞ
き
」
を
偏
重
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
少
く
と
も

言
葉
の
表
で
は
さ
う
理
会
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
ふ
事
実
を
ど
う
考
へ
た
ら
よ

い
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
稿
で
説
き
残
し
た
課
題
の
一
つ
で
あ
つ
た
が
、
い
ま

は
そ
の
点
に
こ
そ
彼
が
連
歌
特
質
を
い
か
に
徹
底
し
て
把
握
し
て
ゐ
た
か
を
識

る
論
拠
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

一
般
に
、
連
歌
形
態
を
形
作
る
二
種
の
機
能
す
な
は
ち
独
立
性
と
連
鎖
性
と

の
中
、
い
づ
れ
が
こ
の
形
態
に
と
つ
て
、
よ
り
固
有
な
機
能
で
あ
る
か
、
こ
と

に
和
歌
と
比
較
し
た
場
合
ど
う
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
後
者
と
い
つ
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。　
一
旬
の
独
立
性
は
む
し
ろ
和
歌
の
方
で

一
層
よ
く
達
成
さ
れ
る

筈
で
あ
る
し
、
事
実
さ
れ
も
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
和
歌
に
対
し

て
連
歌
の
特
質
を
立
て
る
と
す
れ
ば
、
ま
づ
連
鎖
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
自
明
の
や
う
に
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
連
歌
史
を
顧
る
と

逆
に
特
質
は
各
旬
の
独
立
性
に
よ
つ
て
標
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
明
瞭
な
事
実

が
見
え
て
く
る
。
俊
頼
髄
脳
、
八
雲
御
抄
、
和
歌
用
意
条
々
等
の
歌
学
書
は
も

と
よ
り
、
了
俊
「言
塵
集
」、
宗
御
「袖
内
」
に
至
る
ま
で
さ
う
で
あ
る
。（注

一
）

こ
の
事
実
は
連
歌
を
も
と
も
と
和
歌
の
一
態
と
見
る
発
生
史
観
に
基
く
も
の
で

二
旬
の
連
鎖
性
は
本
来
上
下
三
旬
の

「
つ
ゞ
き
」
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ

を
自
明
の
前
提
と
し
、
む
し
ろ
二
旬
の

「き
れ
」
す
な
は
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立

性
の
側
に
連
歌
の
特
質
を
捉
へ
よ
う
と
す
る
主
張
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い

ひ
か
へ
れ
ば
、
こ
れ
は
和
歌
の
内
部
に
お
け
る
連
歌
の
特
質
論
で
あ
つ
た
で
あ

ら
う
。
良
基
以
後
、
意
識
的
に
和
歌
・
連
歌
の
一
体
化
が
推
進
さ
れ
る
に
つ
れ

て
こ
の
傾
向
は
い
よ
い
よ
助
長
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
線
に
沿
つ
て
、
し

か
も

一
体
化
の
最
も
徹
底
し
た
主
張
者
で
あ
る
心
敬
が
却
つ
て
連
鎖
性
偏
重
の

説
を
樹
立
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
と
い

は
ぬ
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
か
う
い
ふ
立
場
に
は
、
時
弊
と
し
て
の
独
立
性
偏
重
に
対
す
る
対
症
療

法
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
し
か
し
前
引
の
文
言
を
見
て

も
原
則
諭
、
本
質
論
と
も
い
ふ
べ
き
語
調
は
か
な
り
鮮
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
や
は
り
前
述
の
通
り
、
同
じ
一
体
説
な
が
ら
心
敬
に
お
い
て
は
じ
め
て
疎
句

的
表
現
の
理
想
が
確
立
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
応
じ
て
、
連
歌
形
態
を
一
個
の
独

立
し
た
形
式
と
見
る
意
識
の
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
が
、
ン」
ゝ
で
考
へ
あ
は
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、疎
句
の
中
で

も
疎
句
歌
の
場
合
は
、　
一
頁
に
引
い
た
通
り
心
敬
も

「上
下
あ
ら
ぬ
や
う
に
継

た
る
歌
」
と
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
首
を
二
の
異
な
る
部
分
の

結
合
・
統

一
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、連
続
の
中
に
あ
る
「き

れ
」
の
役
割
の
深
さ
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
了
俊
・宗
御
等
の
連
歌

特
質
論
に
近
い
、
あ
る
い
は
了
俊
等
の
説
は
か
う
し
た
心
敬
の
疎
旬
歌
の
説
を

徹
底
し
て
連
歌
に
擬
し
た
立
場
と
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
疎
句
歌
の
観

念
は
、
そ
れ
を
単
に
徹
底
す
る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
常
に
心
敬
の
い
は
ゆ
る
疎

句
体
連
歌
の
観
念
に
は
到
達
し
な
い
、
つ
ま
り
連
鎖
性
が
連
歌
に
固
有
の
特
質

で
あ
る
と
い
ふ
認
識
を
導
き
出
す
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
ひ
か

へ
れ
ば
、
心
敬
の
や
う
な
連
鎖
性
偏
重
の
説
―
―
よ
り
正
し
く
い
へ
ば
連
鎖
性

ヽ固
靖

ヽの
ヽ説
が
あ
ら
は
れ
る
た
め
に
は
、
も
は
や
疎、
旬、
歌、
で
は
な
く
て
、　
一
般
に

疎
句
思
想
に
対
す
る
根
本
的
反
省
と
実
践
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
疎
句
歌
を
ふ
ま
へ
て
し
か
も
こ
れ
を
超
え
る
契
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
心
敬
は
こ
れ
を
な
し
と
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
に

師
正
徹
か
ら
継
承
し
発
展
さ
せ
た
、
汎
く
詩
論
的
思
索
に
基
く
も
の
で
あ
り
、

一
に
は
彼
自
身
の
連
歌
の
体
験
の
側
か
ら
き
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
に
か
く
彼



の
示
し
た
こ
の
飛
躍
が
正
し
く
指
摘
さ
れ
理
会
さ
れ
こ
と
が
肝
要
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。

し
か
し
か
う
は
い
つ
て
も
、
連
歌
が
和
歌
よ
り

一
層
豊
饒
か
つ
縦
深
を
も
つ

形
式
で
あ
る
な
ど
と
明
言
し
て
ゐ
る
言
葉
は
彼
に
な
く
、
む
し
ろ
新
古
今
、
正

徹
等
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
信
頼
を
語
る
言
葉
に
充
ち
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ

る
。
た
ゞ

「岩
橋
下
」
に
、

「歌
の
道
な
ど
こ
そ
千
余
年
さ
き
よ
り
代
々
の
掟
て
ど
も
、
事
を
つ
く
し
侍

れ
、
連
歌
は
わ
づ
か
に
百
年
余
り
よ
り
盛
り
に
も
て
い
で
た
る
道
な
れ
ば
、

い
ま
だ
道
奥
旨
ま
で
は
と
ヽ
の
ほ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
侍
る
べ
く
や
。
末
遠
き
道

な
る
べ
し
。
か
し
こ
き
人
の
生
れ
な
ば
掟
て
残
し
尋
ね
残
し
侍
る
数
し
ら
ぬ

こ
と
を
も
、
ま
こ
と
の
道
に
ひ
き
な
し
侍
る
べ
く
や
」。

な
ど
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
彼
は
和
歌
が
到
達
し
た
あ
の
新
古
今
的

完
熟
に
対
し
て
絶
讃
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
と
同
様
に
、
そ
の
由
来
、
理
由
に
つ

い
て
も
十
分
明
察
し
て
ゐ
た
の
で
、
連
歌
に
お
け
る
現
状
の
未
熟
さ
に
対
し
て

も
絶
望
す
る
ど
こ
ろ
か
、
い
づ
れ
は
優
れ
た
成
長
と
成
果
と
が
―
―
恐
ら
く
は

一
層
優
れ
た
そ
れ
ら
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
期
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
。
た
ゞ
彼
の
心
を
領
し
て
ゐ
た
の
は
、
な
ほ
遅
れ
て
ゐ
る
現
状
に
対
す

る
批
判
と
救
掟
、
そ
の
た
め
に
運
歌
の
ま
さ
に
あ
る
べ
き
理
想
と
本
質
と
の
解

明
で
あ
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

叙
上
の
や
う
に
、
心
敬
の
付
合
論
の
特
徴
と
見
ら
れ
る
連
鎖
性
偏
重
の
説
は

も
う

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
疎
句
体
の
説
と
互
ひ
に
相
補
ひ
つ
ゝ
連
歌
の
特
質
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
以
下
本
稿
の
叙
述
を
再
び
疎
句
体
に
か
へ

し
て
、
こ
の
最
も
理
想
的
な
付
合
の
様
態
が
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
を
具
体

的
に
考
察
し
つ
ゝ
、
彼
の
付
合
論
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
。

ニ

心
敬
の
親
旬

・
疎
句
の
説
は
、
い
は
ゞ
付
合
の
類
型
論
に
属
す
る
。
苔
筵
で

は
、　
一
般
に
付
合
を
分
け
て

「寄
合
の
付
」
と

「
心
付
」
と
し
、

「
心
付
」
の

中
に
さ
ら
に

「親
句
」
と

「疎
句
」
と
を
置
い
て
ゐ
る
の
で
類
型
は
右
の
三
種

に
大
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
三
者
相
互
の
関
係
で
あ
る
が
、

彼
は
ま
づ
寄
合

・
親
句

・
疎
旬
の
順
で
そ
れ
ぞ
れ
を
、
初
心
か
ら
堪
能
に
至
る

芸
位
の
各
段
階
に
対
応
す
る
付
合
の
種
別
と
考
へ
る
の
で
、　
一
往
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
存
在
理
由
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
三
者
間
の
段

階
性
に
応
じ
て
相
互
に
等
差
・
優
劣
の
生
じ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
こ
の
基

礎
的
事
実
の
上
に
立
つ
て
彼
は
、
毎
月
抄
以
来
中
世
の
通
念
と
な
つ
て
ゐ
る
仏

教
的
な
修
行
階
梯
す
な
は
ち
、
は
じ
め
は
初
心

（寄
合
）
か
ら
堪
能

（疎
句
）

へ
、
つ
い
で
は
堪
能
か
ら
初
心
へ
と
い
ふ
順
逆
二
つ
の
方
向
を
と
り
あ
げ

（注

一
し
、
こ
れ
ら
を
前
の
三
者
の
上
に
ま
た
さ
ら
に
段
階
的
に
配
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る

世̈
阿
弥
の
い
は
ゆ
る
向
去
却
来
に
比
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
ン」
の
議
薇

の
修
行
段
階
つ
ま
り
極
位
に
至
る
と
、
寄
合
か
ら
疎
句
へ
と
い
ふ
い
は
、
順
化

の
価
値
関
係
は
逆
転
さ
れ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
は
や
ヽ
異
る
思

想
に
基
く
と
思
は
れ
る
が
、
彼
は
ま
た
、
右
の
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
段
階
的
に

も
つ
て
ゐ
る
等
差
・
優
劣
を
撤
廃
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ゝ
の
現
実

に
お
い
て
絶
対
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
天
台
実
相
論
的
と
も
い
ふ
べ
き
思
索

を
も
見
せ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
こ
ゝ
に
彼
の
究
極
の
立
場
は
あ
つ
た
か
と
思
ふ
。

か
う
し
た
修
行
論
は
右
の
類
型
論
の
意
義
を
真
に
深
く
理
会
す
る
た
め
に
必

要
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
も
ま
づ
は
じ
め
に
、
三
者
間
の
価
値
関
係

と
し
て
あ
る
前
記
の
基
礎
的
事
実
や
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
様
態
を
正
確



に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
類
型
論
の
考
察
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
さ
て

「
中
つ
比
、
先
達
注
し
侍
る
に
、
此
句
は
寄
合
の
句
、
此
句
は
心
付
の
句
な

ど
と
て
、
寄
合
の
句
は
ひ
と
へ
に
心
は
の
き
侍
共
く
る
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
見

え
侍
り
。　
と
り
お
き
が
た
き
こ
と
に
や
。　
心
付
な
ら
ぬ
句
あ
る
べ
か
ら
ず

や
」

（苔
筵
）

と
心
敬
は
い
ふ
。
そ
こ
で
疎
句
体
の
考
察
に
入
る
前
に
、
寄
合
、
親
句
を
も

一

瞥
し
て
類
型
諭
全
体
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

「寄
合
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
そ
の
最
も
図
式
化
さ
れ
た
場
合
で
あ

る

「取
合
」
、
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「付
合
」
に
目
標
を
お
く
の
が
便
宜
で
あ
ら

う
。
（本
稿
で
は
、
「付
合
」
の
語
を
慣
用
に
従
つ
て
、
連
歌
の
基
本
性
格
と
し

て
の
付
け
の
意
味
で
用
ひ
て
き
た
の
で
、
心
敬
が

「付
合
と
て
、
か
ね
て
よ
り

大
方
作
り
ざ
ま
を
定
め
お
き
て
、
前
句
の
心
の
沙
汰
な
く
取
合
ノ
ヽ
侍
る
ば
か

り
」
（苔
筵
）

と
い
つ
た
場
合
の

「付
合
」
は

「取
合
」
と
言
ひ
直
し
て
混
同

を
さ
け
る
こ
と
に
す
る
。
原
文
を
引
用
す
る
場
合
も
併
せ
注
記
す
る
。
）

彼
は
取
合
に
つ
い
て
、
「花
と
あ
る
に
は
梅

・
桜
、
紅
葉
に
は
鹿

ｏ
時
雨
」
な

ど
と
事
例
を
あ
げ
た
上
で
、

「
か
や
う
に
大
方
似
た
る
こ
と
を
、
前
句
の
心
、
て
に
を
は
の
難
儀
ど
も
を

ば
忘
れ
て
申
し
侍
る
ほ
ど
に
満
座
同
心
な
る
を
、
自
他
の
高
名
の
ご
と
く
侍

る
か
。
（中
略
）
い
か
ば
か
り
の
堪
能
に
も
同
心
を
案
じ
合
侍
る
は
ほ
い
な
く

や
。
」

（苔
庭
）

と
論
じ
て
ゐ
る
が
、
次
に
は
ま
た
周
阿
・梵
灯
庵
の
寄
合
付
を
批
判
し
た
後
に
、

「
い
か
ば
か
り

一
句
を
作
り
て
も
前
句
に
一
字
も
詠
吟
相
通
ぜ
ず
は
、
た
ゞ

木
に
て
作
り
、
絵
に
て
書
き
た
る
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
」

（同
）

と
も
書
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
彼
が
寄
合
乃
至
取
合
を
批
難

し
た
理
由
の
第

一
は
、
そ
れ
ら
が
付
合
の
機
能
を
独
占
し
て
二
句
間
の
内
面
的

な
応
対
が
顧
ら
れ
な
く
な
る
結
果
、
し
ぜ
ん

一
句
の
構
想
や
充
実
も
軽
視
さ
れ

ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
旬
の
個
性
と
変
化
と
が
失
は
れ
て

「満
座
同
心
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
し
、
第
二
に
は
、
右
の
場
合
に
、
も
し

一

旬
の
個
性
化
と
充
実
と
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
各
句
は
内
容
の
孤
立
化
と
い
ふ

方
向
で
彫
琢
さ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
相
互
に
連
鎖
す
る
代
り
に
並
列
す

る
弊
に
陥
る
こ
と
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
初
期
の
芸
術
派
も
い
ふ
べ
き
周
阿

・
梵

灯
庵
ら
の
作
風
か
ら
彼
の
会
得
し
た
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

右
の
批
難
の
第

一
は
、
良
基
以
来
の
通
念
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
第

二
と
な
る
と
必
ず
し
も
さ
う
で
な
い
。
た
と
へ
ば
了
俊
が
言
塵
集
で

「連
歌
も
寄
合
を
題
に
て
、
旬
の
心
は
独
り
立
ち
に
す
べ
き
な
り
。
寄
合
に

は
か
な
ひ
た
れ
ど
も
、
わ
が

一
句
立
ち
の
心
な
く
て
は
言
ひ
流
し
と
い
ふ
体

に
な
る
間
、
わ
が
し
た
る
本
意
の
な
き
に
て
可
有
な
り
。
前
句
に
は
ひ
し
と

一
具
に
て
、
心
は
ま
た
新
し
き
を
わ
が
句
と
可
存
な
り
。

（中
略
）
連
歌
も

よ
く
付
て
、
し
か
も
別
に
造
り
立
つ
べ
き
な
り
」

と
論
じ
て
ゐ
る
の
は
、
さ
き
の
第

一
の
難
を
指
摘
す
る
に
上
つ
て
、
第
二
に
つ

い
て
は
ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
心
敬
の
寄
合
乃
至
取
合
批
判
の
特
色
は
、
か
う
し
た

第
二
の
問
題
す
な
は
ち
句
の
内
面
的
孤
立
化
の
危
険
を
新
し
く
指
摘
し
た
と
こ

ろ
に
あ
つ
た
と
い
へ
る
が
、
そ
れ
は
了
俊
等
の
観
点
を
こ
え
る

一
層
高
次
の
観

点
か
ら
す
る
批
判
で
あ
つ
た
と
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

（注
三
）
こ
の
第
二
の

難
は
、
前
述
の
や
う
に
、
付
合
の
最
も
原
初
的
な
手
法
で
あ
る
寄
合
を
、
連
歌

の
文
学
化
と
い
ふ
新
た
な
、
そ
し
て
高
め
ら
れ
た
意
識
の
下
で
把
握
し
直
さ
う

と
す
る
試
み
に
伴
ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
に
対
す
る
批
判

は
寄
合
の
も
つ
文
学
的
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
も
な
り
、
お
の
づ
か
ら

一
層
高
次
の
付
合
の
手
法
へ
と
導
く
や
う
な
優
れ
た
問
題
性
を
黎
ん
で
ゐ
た
と

思
は
れ
る
。



さ
て
表
現
論
と
し
て
み
れ
ば
、
寄
合
の
手
法
は
主
と
し
て

「詞
」
の
機
能
に

依
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
詞
は
、

「心
」
や

「姿
」
と
の
構
成
的

な
聯
関
か
ら
殆
ん
ど
完
全
に
遊
離
し
て
ゐ
る
の
で
、
厳
密
に
い
つ
て
寄
合
は
表

現
と
は
よ
び
え
な
い
、
あ
る
い
は
表
現
に
か
ゝ
は
ら
な
い
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
。
寄
合
が
句
意
の
孤
立
化
を
導
く
こ
と
の
危
曜
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
が
、
も
し
こ
の
孤
立
化
が
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
詞
が

真
に
表
現
的
な
聯
関
の
中
に
は
い
つ
て
く
る
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
詞
が
他
の

表
現
的
要
素
で
あ
る
心
、
姿
と
の
正
常
な
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。
こ
の
意
味
で
の
詞
の
付
け
方
を
求
め
る
と
な
る
と
、
ま
づ

「
て

に
を
は
」
に
よ
る
細
微
な
付
合
が
あ
る
が
、
次
に
は
二
旬
の
心
―
―
そ
れ
は
着

想
と
有
心
と
の
雙
方
の
意
味
に
わ
た
つ
て
考
へ
ら
れ
る
―
―
の
結
合
の
た
め
の

媒
材
と
し
て
働
く
詞
の
機
能
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
後
者
の
詞
の
付
け
方

が
普
通
に
心
付
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「心
付
」

で
も
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
着
想
の
意
味
で
の
心
の
付
け
が

「親
句
」
で
あ
り
、

有
心
の
意
味
で
の
心
の
付
け
が

「疎
句
」
で
あ
つ
た
と
解
し
て
も
、
恐
ら
く
彼

の
真
意
を
誤
ら
な
い
と
思
ふ
。

（注
四
）
叙
上
の
や
う
に
み
る
と
、
寄
合
・
親

句
ｏ
疎
旬
に
大
別
さ
れ
た
彼
の
類
型
論
は
、
た
と
へ
ば
良
基
の
連
理
秘
抄
な
ど

に
見
ら
れ
る
分
類
が
手
法
、
修
辞
、
内
容
に
わ
た
る
雑
然
と
し
た
も
の
で
あ
つ

た
の
と
異
り
、
表
現
の
構
成
要
素
で
あ
る
詞
、
心
、
姿
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し

か
つ
そ
れ
ら
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
成
立
す
る
分
類
、
い
は
ゞ
表
現
論
的
な
付
合

の
分
類
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
整
然
と
し
た
秩
序
と
構
成
と
の
中
に
お
か
れ
て
ゐ

る
の
が
認
め
ら
れ
る
。

前
稿
で
詳
述
し
た
や
う
に
、
心
敬
の
疎
句
体
の
説
は
、
中
世
歌
論
が
そ
の
表

現
論
上
の
窮
極
の
課
題
と
し
て
追
求
し
て
き
た

「姿
」
の
あ
る
べ
き
様
態
に
つ

い
て
最
も
徹
底
し
た
解
決
を
与
へ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
実
は
ひ
と

り
疎
句
体
の
上
に
止
ら
ず
、　
一
般
に
付
合
の
類
型
諭
そ
の
も
の
と
歌
論
に
お
け

る
表
現
論
の
構
造
と
の
間
に

一
定
の
対
応
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
種
の
対
応
に
つ
い
て
さ
ら
に
つ
け
加
へ
て
い
へ
ば
、
前
述
の
や
う

に
彼
の
類
型
論
は
寄
合
、
親
旬
、
疎
句
と
順
次
に
高
昇
し
て
ゆ
く
価
値
関
係
と

し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
詞
か
ら
心
、
さ
ら
に
姿
へ
と
順
次
高

昇
し
て
ゆ
く
中
世
歌
論
の
秩
序
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
姿
に
至
つ
て

新
た
に

「有
心
」
の
課
題
を
提
起
し
、
こ
れ
を
内
部
か
ら
支
へ
て
ゆ
か
う
と
す

る
、
か
の
毎
月
抄
的
構
造

（注
五
）
は
ま
さ
に
心
敬
の
疎
句
体
の
思
想
に
外
な

ら
な
か
つ
た
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
後
に
詳
し
く
考
へ
た

い
。さ

て

「
心
付
」
の
説
を
考
へ
る
に
つ
い
て
、
彼
が

「
心
」
を
普
通
に
着
想
の

意
味
で
用
ひ
て
ゐ
る
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が

（注
六
）
、　
し
か
し
前
稿
で

明
ら
か
に
し
た
通
り
、
彼
の
関
心
は
表
現
以
前
の
心
、
す
な
は
ち
表
現
主
体
の

あ
り
方
と
し
て
の
根
源
的
な
心
に
対
し
て

一
層
烈
し
く
注
が
れ
て
ゐ
た
の
で
、

お
の
づ
か
ら
寄
合
、
詞
は
彼
の
場
合
、
こ
の
有
心
の
意
味
で
の
心
と
最
も
厳
し

く
対
立
し
緊
張
し
あ
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

「
心
詞
の
二
の
用
心
最
大
事
な
る
か
。
さ
れ
ば
に
や
心
は
詞
を
こ
ろ
し
、
詞

は
心
を
こ
ろ
す
な
ど
い
へ
り
と
な
り
。
ま
た
此
世
の
無
常
転
変
の
理
、
身
に

と
ほ
り
、
何
の
上
に
も
忘
れ
ざ
ら
ん
人
の
作
な
ら
で
は
ま
こ
と
に
は
感
情
あ

る
べ
か
ら
ず
。
詞
は
心
の
使
と
い
へ
り
。
げ
に
も
た
ゞ
今
消
え
侍
ら
ん
此
身

の
不
思
議
を
忘
れ
て
有
相
道
理
の
上
の
み
の
作
に
て
は
、
ひ
と
り
結
構
な
る

も
理
な
ら
ず
や
。」

（岩
橋
下
）

こ
の

「
心
」
な
ど
も
と
よ
り
有
心
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
つ
て

心
付
の
中
で
も
着
想
の
付
け
で
あ
る
親
旬
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
い
の

で
あ
る
が
、

「
さ
ゝ
め
ご
と
下
」
に
は

「親
句
体
」
と
し
て
、
次
の
二
例
が
あ



げ
ら
れ
、
「付
け
ざ
ま
常
の
こ
と
な
り
」
と
注
さ
れ
て
ゐ
る
。

氷
の
上
に
波
ぞ
た
ち
ぬ
る

さ
ゆ
る
夜
の
月
の
か
げ
の
ヽ
花
薄

あ
る
ヽ
屋
形
を
い
ま
作
る
な
り

片
岡
の
里
の
あ
た
り
を
日
に
な
し
て

こ
れ
ら
の
二
句
の
間
に
は
い
づ
れ
も
寄
合
と
い
ふ
ほ
ど
の
詞
の
つ
な
が
り
は

見
出
せ
な
い
。
ま
。つ
第

一
例
に
つ
い
て
、
「氷
」
と

「
月
」、
「波
」
に

「花
薄
」

の
対
照
は
縁
語
に
依
存
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
縁
語
は
寄
合
的
に
で

は
な
く
警
喩
的
に
働
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
極
め
て
形
式
化
さ
れ

は
期
蹴
紅
〓
”
は
、
お
哺
嘲

「 の
働
稀
）
【

「 る
尉
稀
）
い
凱
い
制
磁
発
数
一
【
』

手
が
か
り
を
え
て
、

「屋
形
」
に

「里
」、
「作
る
」
に

「
田
（佃
と

が
縁
語
的

に
対
照
さ
れ
、
付
合
全
体
と
し
て
は
、
逆
説
的
な
着
想
の
面
白
さ
を
出
し
て
ゐ

る
。
以
上
の
前
句
は
い
づ
れ
も
何
曽
々
々
風
な

一
種
の
難
句
な
の
で
、
し
ぜ
ん

意
味
の
付
け
が
誘
発
さ
れ
る
傾
き
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
付
句
も
そ
れ
に
応
じ

て
着
想
の
知
巧
を
主
と
し
て
ゐ
る
。
こ
、
に
親
句
と
い
は
れ
る
理
由
が
あ
る
と

思
ふ
。
し
か
し
疎
句
体
に
な
る
と
、
も
は
や
詞
や
着
想
を
こ
え
て
姿
の
付
け
に

進
ん
で
く
る
。
詳
し
く
い
へ
ば
姿
論
と
有
心
論
と
の
綜
合
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
心

敬
の
表
現
論
を
規
定
し
て
ゐ
る
毎
月
抄
的
な
志
向
を
最
も
よ
く
具
体
化
し
て
ゐ

る
も
の
が
疎
句
体
と
よ
ば
れ
る
心
付
な
の
で
あ
る
。
左
の

「岩
橋
下
」
の
文
言

は
そ
の
優
れ
た
解
説
に
な
る
で
あ
ら
う
。

「連
歌
の
好
士
な
ど
の
代
々
集
、
さ
ま
ざ
ま
の
抄
物
を
見
侍
る
は
付
合
な
ど

に
見
お
ぼ
え
侍
ら
ん
と
す
る
の
み
な
り
。
歌
の
心
ど
も
を
見
分
け
、
品

ｏ
た

け

・
あ
は
れ
深
き
と
こ
ろ
ど
も
、
上
下
の
く
さ
り
、
継
ざ
ま
を
悟
り
し
る
こ

と
な
し
。
ひ
た
す
ら
詞
の
み
を
見
と
り
て
付
け
侍
る
ほ
ど
に
、
句
は
い
よ
い

よ
並
べ
お
き
た
る
ば
か
り
に
て
、
心
は
寄
ら
ず
や
。
歌
の
上
下
の
継
ざ
ま
、

心
の
転
じ
侍
る
と
こ
ろ
ど
も
を
見
分
け
て
句
を
作
り
侍
ら
ば
、
万
象
お
の
づ

か
ら
付
合
た
る
べ
く
や
。
」

（岩
橋
下
）

こ
の
文
は
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「付
合
」
す
な
は
ち
取
合
と

「
心
付
」
と
を
対

照
さ
せ
つ
、
、
心
付
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
い
へ
ば

「
付
合
」

（取
合
）、
「詞
」
に
対
し
て

「
上
下
の
く
さ
り
・
継
ざ
ま
」
、

「
心
」
を
対
立
さ

せ
、
さ
う
し
て

「歌
の
上
下
の
継
ざ
ま
」
と

「
心
の
転
じ
侍
る
と
こ
ろ
」
の
二

点
を
付
け
の
肝
要
と
断
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
課
題
を
姿
と
心
と

の
二
点
に
し
ば
つ
た
心
付
と
い
は
れ
る
も
の
が
、
と
り
も
直
さ
ず
疎
句
体
で
あ

つ
て
、
こ
の
こ
と
は

「
心
敬
ひ
と
り
言
」
に
見
え
る
右
と
略
同
文
の
文
言
に
は

つ
き
り
と
言
ひ
切
ら
れ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち

「連
歌
は
大
方
歌
を
こ
ゝ
ろ
み
て
侍
ら
で
は
、
あ
き
ら
か
に
堺
に
入
り
が
た

く
や
。
歌
の
上
下
継
ざ
ま
の
心
の
転
じ
侍
る
を
心
得
侍
ら
で
、
他
人
の
園
剣

な
ど
の
手
を
放
ち
た
る
と
こ
ろ
な
ど
に
た
ど
り
侍
る
べ
く
や
」

（
土
橋
旧
蔵

本
）

（注
七
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
疎
句
体
が
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
右
の
二
課

題
の
中
、
「歌
の
上
下
の
継
ざ
ま
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
形
態
す
な
は
ち
「姿
」
の

性
格
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
心
敬
に
い
か
に
追
求
さ
れ
解
決
さ
れ
た
か
、
す
で

に
前
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
の
で
改
め
て
は
繰
返
さ
な
い
。
本
稿
に
残
さ
れ
て
ゐ

る
の
は
、

「
心
の
転
じ
侍
る
と
こ
ろ
」
と
説
か
れ
て
ゐ
る
第
二
の
課
題
す
な
は

ち
付
け
の
転
機
と
し
て
働
く

「
心
」
の
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま

づ

「
さ
ゝ
め
ご
と
上
」
に
見
え
る

「疎
句
体
」
の
例
句
か
ら
考
へ
て
ゆ
か
う
。

は
じ
め
も
は
て
も
知
ら
ぬ
世
の
中

わ
た
の
原
よ
せ
て
は
か
へ
る
沖
つ
波



こ
れ
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
帯
木

稲
妻
の
光
の
う
ち
の
松
の
い
ろ

自
注
に

「前
旬
の
姿

ｏ
詞
を
す
て
ヽ
、
た
ゞ
ひ
と
へ
に
心
に
て
付
け
た
る
な
り
」

と
あ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
付
合
は
、
寄
合
に
依
ら
な
い
こ
と
も
明

ら
か
で
あ
る
が
、
ま
た
縁
語
の
対
照
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
前
旬
の
表

現
か
ら
あ
る
種
の
意
味
を
抽
象
し
て
、
そ
の
意
味
に
対
し
て
感
覚
的
な
表
象
を

附
与
し
た
と
い
ふ
べ
き
手
法
を
と
つ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
私
の
い
ふ

「意
味
」
が

注
に
い
ふ

「
心
」
で
あ
る
し
、
ま
た
前
句
か
ら
抽
象
さ
れ
る
こ
の

「意
味
」
以

外
に
は
、
個
々
の
詞
の
も
つ
寄
合
性
に
せ
よ
、
表
現
性
に
せ
よ
、
さ
ら
に
は

一

句
の
形
象
さ
へ
も
、　
一
切
を
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
な
く
前
句
か
ら
排
除
し
て
ゐ
る

と
こ
ろ
が

「姿

・
詞
を
す
て
」
と
注
さ
れ
て
ゐ
る
理
由
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
そ

こ
で
「
心
」す
な
は
ち
こ
ゝ
に
い
ふ

「意
味
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
解
説
す

る
と
、
そ
れ
は
前
旬
の
詞
が
直
接
に
指
示
す
る
句
意
で
は
な
く
、
句
意
を
展
開

さ
せ
て
そ
の
先
で
昇
華
さ
れ
た
、
よ
り
高
次
の
意
味
で
あ
り
、
か
り
に
「観
念
」

と
で
も
よ
ん
で
お
か
う
と
思
ふ
。

第

一
の
例
旬
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
前
句
は
そ
の
直
接
の
句
意
を
離
れ
て
万
物

流
転
と
も
い
ふ
べ
き

一
の
観
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
抽
象
さ
れ
て
を
り
、
こ
の

観
念
を
媒
介
あ
る
い
は
転
機
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
両
句
は
は
じ
め
て
等
価
に

な
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
第
二
例
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
前
句
の
付
け
ど
こ
ろ
は
も
と
よ
り
「帯
木
」

で
あ
る
が
、
し
か
し
付
句
を
規
定
す
る
の
は
言
木
の
語
義
で
は
な
く
て
、
そ
の

語
義
の
先
で
本
歌
が
支
へ
て
ゐ
る

「あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
」
（注
八
）

と

い
ふ
特
殊
の
意
味
、　
一
層
高
次
の
、
抽
象
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
。
従
つ
て
帯
木

と
い
ふ
詞
は
、
こ
の
付
合
に
と
つ
て
は
、

「あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
」
と
い

ふ
辞
句
を
直
ち
に
指
示
し
、
こ
れ
と
正
確
に
置
換
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま

り
は
こ
の
観
念
の
象
徴
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
考
へ
る
と
注
に

「姿

・

詞
を
す
て
」
と
語
ら
れ
た

「詞
」
と
は
単
に
寄
合
や
縁
語
を
さ
す
ば
か
り
で
な

く
、
右
の
や
う
な
、
詞
そ
の
も
の
が
も
つ
第

一
次
の
意
味
を
も
さ
す
と
解
釈
す

る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
や
う
に
疎
句
体
を
観
察
す
る
と
い
そ
れ
は
も
は
や
単
純
な

「意
味
」
の

付
け
で
は
な
く
て
、

「観
念
」
の
象
徴
と
し
て
の
詞
に
よ
る
聯
合
で
あ
る
か
ら

二
旬
の
間
に
は
表
現
の
表
層
的
な
意
味
で
の
ど
の
や
う
な

「意
味
」
も
遮
断
さ

れ
て
ゐ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
前
旬
の
も
つ
詞

の
細
微
な
働
き
も
、
ま
た

一
旬
の
形
象
そ
れ
自
体
も
、
観
念
に
到
達
す
る
た
め

の
媒
介
物
に
す
ぎ
な
い
と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
二
句
は
か
な
り
厳
し
い
程
度
に

お
い
て
、
互
ひ
に
遊
離
し
孤
立
し
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ぶ

疎
句
体
の
も
つ
二
旬
の
孤
立
性
は
、
前
に
心
敬
が
寄
合
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の

と
殆
ん
ど
共
通
の
様
態
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た
ゞ
疎
句
体
の
場
合
は
彼

自
身
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
ま
で
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
ゐ
た
か
分
ら
な
い
。

し
か
し
恐
ら
く
彼
は
こ
の
共
通
の
様
態
を
認
識
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て

一
般

に
連
歌
形
式
が
文
学
と
し
て
も
つ
構
造
的
な
弱
さ
を
把
握
し
て
ゐ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
は
れ
る
。

か
う
推
定
す
る
と
、
既
述
の
や
う
な
厳
し
い
連
鎖
性
の
主
張
は

一
層
具
体
的

に
理
会
で
き
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
確
か
に
こ
の
主
張
は
連
歌
形
態
に
と
つ

て
の
原
則
論
で
あ
り
特
質
論
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し

そ
れ
は
寄
合
か
ら
疎
句
体
に
至
る
ま
で
、
す
な
は
ち
連
歌
の
付
合
の
機
能
自
体

が
内
包
す
る
基
本
的
な
弱
さ
の
自
覚
の
上
に
立
つ
て
、
制
作
の
た
め
の
一
般
的

な
格
律
と
し
て
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
と
き
、
さ
ら
に
よ
く
納
得
で
き
る

も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
か
う
い
ふ
疎
句
体
の
手
法
、
思
想
が
、
こ



の
特
質
論
と
し
て
の
主
張
を
最
も
よ
く
充
足
す
る
も
の
と
し
て
工
夫
さ
れ
到
達

さ
れ
た
こ
と
も
、
あ
は
せ
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

三

叙
上
の
疎
句
体
の
解
釈
か
ら
、
第

一
に
は
各
句
の
孤
立
性
と
い
ふ
こ
と
が
疎

句
体
の
構
造
契
機
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
、
第
二
に
は
二
句
を
媒
介
し
連
鎖
す
る

も
の
が
観
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
新
た
に
第
三
と

し
て
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
付
旬
の
形
象
自
体
は

「
わ
た
の
原
」
の
句
に
せ
よ

「稲
妻
の
」
の
句
に
せ
よ
、
却
つ
て
非
観
念
的
で
、
心
敬
の
い
は
ゆ
る
や
す
ら

か
に
結
構
の
な
い
句
で
あ
り
、
む
し
ろ

「景
山
」
（注
九
）

に
傾
く
と
も
見
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
疎
句
体
は
、　
一
句
の
上
に
働
く
非
観
念
性

と
、
逆
に
二
句
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
働
く
観
念
性
と
い
ふ
明
快
な
対
照
の

上
に
成
り
立
つ
わ
け
で
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
き
性
格
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
心
敬
自
身
は
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
自
党
し

て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
第

一
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
、
却
つ
て
こ
の
孤
立

性
の
ゆ
ゑ
に
彼
は
付
合
の
主
意
を

一
旬
の
様
態
に
で
は
な
く
て
、
前
句
と
付
句

と
の
内
面
的
な
応
対
の
し
か
た
、
簡
単
に
い
へ
ば
二
句
の
間
に
成
立
す
る
関
係

の
様
態
の
方
に
徹
底
し
て
向
け
た
の
で
あ
つ
た
が
、
第
二
・
第
二
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
が
相
互
に
聯
関
し
て
ゐ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
二

頁
で
引
い
た
苔
庭
の
文
言
を
こ
こ
で
改
め
て
読
み
直
す
と
、
心
敬
が

一
句
の
上

に

「理
ほ
が
ら
か
に
あ
ら
は
れ
」
る
こ
と
を
排
し
た
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
、

「
理
」
を

一
句
の
上
か
ら
絶
対
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
せ

め
て
隠
微
な
あ
ら
は
れ
方
を
求
め
、
代
り
に
そ
れ
を
専
ら

「前
句
と
我
句
と
の

間
」
に
移
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
ゝ

で
「理
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
も
の
は
は
た
し
て
私
の
い
ふ

「観
念
」
と
同
義
で
あ

ら
う
か
、
あ
る
い
は
同
義
で
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
含
み
う
る
も
の
で
あ
ら
う

か
。
さ
う
し
て
ま
た

「理
」
を
排
し
て

「優
艶
感
情
」
を
求
め
る
こ
と
は
、
は

た
し
て
疎
句
体
例
の
示
す
や
う
な
や
す
ら
か
に
結
構
の
な
い
句
、
あ
る
い
は
景

山
に
傾
く
や
う
な
句
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
ゞ
間
は

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

「
理
」
を
排
し
て

「優
艶
感
情
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度

・
主
張
は
中
世
歌
論
の
通
念
で
あ
る

か
ら
そ
れ
が
、
単
に
諸
体
の
一
に
す
ぎ
な
い
景
曲
的
な
も
の
の
み
を
意
味
し
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
観
念
と
い
ひ
、
景
山
と
い
ひ
、
疎
句
体
の
例
句
か

ら
私
の
解
釈
し
析
出
し
た
も
の
は
所
詮
、
付
合
の
類
型
論
に
お
け
る
疎
句
体
の

位
置
と
同
様
に
、
お
よ
そ

「
理
」
や

「優
艶
感
情
」
が
意
味
し
う
る
限
界
的
な

様
態
を
示
し
て
ゐ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
ゝ
に
い
ふ

「観
念
」
は

一

般
に
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「
理
」
の
中
で
ど
う
い
ふ
意
義
を
も
ち
、
ま
た
「景
曲
」

は

「優
艶
感
情
」
に
と
つ
て
ど
う
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

で
あ
ら
う
。

そ
も
そ
も

「
理
」
を
放
下
す
る
こ
と
は
彼
の
表
現
論
の
骨
髄
で
も
あ
つ
て
、

す
で
に
前
稿
で
は
専
ら

「姿
」
の
観
点
か
ら
、

「言
ひ
残
し
理
な
き
」
な
ど
の

文
言
が

一
旬
の
独
立
性
を
否
定
す
べ
き
見
解
を
導
く
こ
と
を
論
じ
て
疎
句
体
の

説
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
進
ん
で
疎
句
体
を

「
心
」
の
観
点
か
ら

取
扱
つ
た
結
果
、
観
念

・
景
曲
な
ど
と
い
ふ
新
た
な
問
題
に
出
遇
ひ
、
そ
れ
ら

を
改
め
て

「
理
」
と
聯
関
さ
せ
つ
ヽ
追
求
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
す
る
心
敬
自
身
の
見
解
を
う
か
ゞ
ふ
た
め
に
は
芝
草
自
注
が
最
も

適
当
な
資
料
と
な
る
が
、
結
論
的
に
い
へ
ば
、

「
理
」
は
想
像
さ
れ
る
通
り
単

義
的
に
は
用
ひ
ら
れ
ず
、
従
つ
て
純
粋
な
疎
句
体
に
か
ぎ
つ
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
用
法
中
、
前
述
の

「観
念
」
の
意
味



に
相
応
す
る
と
思
は
れ
る
場
合
を
ま
づ
検
討
し
、
他
も
あ
は
せ
て
考
へ
て
ゆ
か

う
と
思
ふ
。

０
は
じ
る
雉
子
も
鷹
に
の
が
れ
ず

足
を
い
た
む
山
路
に
花
の
散
る
を
見
て

注
に

「句
心
は
世
中
の
無
常
、
何
の
上
に
て
も
の
が
れ
え
ぬ
を
申
侍
り
。
身

を
捨
て
た
る
雉
子
も
命
を
う
し
な
ひ
、
足
を
や
す
め
て
の
ど
や
か
に
見
る
花

も
あ
と
な
く
散
り
う
せ
侍
れ
ば
、
走
る
も
ゐ
た
る
も
の
が
れ
ぬ
こ
と
の
回
、

前
の
も
字
を
取
り
つ
め
侍
り
。
観
じ
た
る
心
な
る
べ
く
や
。」

（
明
応
本
）

こ
の
自
注
で
明
ら
か
な
や
う
に
、
二
句
は
前
句
の

「も
」
の
働
き
に
よ
つ
て

一

の

「意
味
」
を
共
有
す
る
二
の
場
合
と
し
て
対
照
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の

「意
味
」
は

「走
る
も
ゐ
た
る
も
の
が
れ
ぬ
」
と
い
ふ
理
で
あ
り
、
別
の
文
言

で
い
へ
ば

「
世
中
の
無
常
、
何
の
上
に
て
も
の
が
れ
え
ぬ
」
と
い
ふ
明
確
な
仏

教
思
想
、
ま
さ
に

一
の

「観
念
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば

こ
の
二
句
は
こ
の
観
念
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
等
価
と
お
か

れ
、
そ
の
象
徴
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
観
念
な
し
に
は
二
句
は
殆
ん
ど
孤

立
し
て
結
合
さ
れ
な
い
と
思
は
れ
る
。
次
に
ま
た
岩
橋
上
や
文
明
本
に
い
ふ
ご

と
く
（注

一
〇
）、
付
旬
の
末
の
「見
て
」
に
「観
じ
た
る
心
」す
な
は
ち
仏
教
的
観

想
の
意
の
あ
る
こ
と
は
汲
み
と
ら
れ
る
け
れ
ど
も

（注

一
一
）、　
そ
れ
は
前
句

を
付
句
に
反
映
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
顕
現
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
付
句
自
身

と
し
て
は
む
し
ろ
観
念
性
の
な
い
、
あ
り
の
ま
ゝ
の
や
す
ら
か
な
句
と
い
は
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
付
句
の

「旬
心
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
仏
教
的

「観
念
」
は
、
正
確
に
い
へ
ば

一
句
の
上
に
あ
ら
は
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
互

ひ
に
対
応
す
る
二
句
の
間
に
成
立
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
か
う
観
察
す
る

と
こ
の
付
合
は
、
前
に
あ
げ
た
三
つ
の
条
件
を
具
へ
た
完
全
な
疎
句
体
で
あ
る

が
、
こ
ヽ
で
重
要
な
の
は
「
理
」
の
語
が
ま
さ
に
か
う
し
た
「観
念
」、
無
常
迅
速

の
思
想
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
心

敬
は
こ
の
場
合
、

「
理
」
の
話
に
よ
つ
て
二
句
を
つ
な
ぐ
契
機
と
し
て
の

「観

念
」
を
明
ら
か
に
自
覚
し
て
ゐ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
し

「
理
」
の
用
法
の

す
べ
て
が
か
う
で
な
く
、
む
し
ろ
最
も
多
い
の
は

一
旬
の
上
に
あ
る

「
理
」
の

用
例
な
の
で
あ
る
。

０
浅
茅
が
原
の
人
の
お
も
か
げ

露
は
た
ゞ
夕
の
お
と
す
涙
に
て

注

「浅
茅
が
原
に
夕
暮
の
露
の
こ
ぼ
れ
侍
る
は
、
さ
な
が
ら
涙
と
あ
や
ま
た

は
イ

れ
侍
れ
ば
、
人
の
悌
の
み
な
れ
ば
、
さ
て
此
涙
の
ぬ
し
は
夕
の
お
と
し
け
る

よ
と
、
到
叫
侍
る
な
り
。
此
句
、
少
、前
句
の
心
ば
へ
な
ど
に
よ
初
帯
悩

やヵ、
】

（
明
応
本
）

口
わ
が
た
へ
が
た
き
心
を
ぞ
し
る

忍
ば
じ
よ
涙
も
袖
を
た
の
む
ら
ん

注

「わ
が
心
、
も
の
に
た
へ
が
た
く
侍
る
ご
と
く
、
涙
も
袖
を
こ
そ
頼
み
侍

ら
め
。
い
か
に
落
さ
ぬ
は
心
ぐ
る
し
く
侍
ら
ん
と
剛
叫
侍
る
。
此
旬
、
少
、

心
侍
り
ぬ
べ
く
や
。」

（同
）

四
西
を
し
る
べ
に
秋
は
き
に
け
り

都
よ
り
見
ぬ
宮
城
野
の
露
わ
け
て

注

「西
を
し
る
べ
と
は
、
都
よ
り
宮
城
野
の
秋
ま
で
わ
が
来
た
る
と
な
り
。

見
ぬ
は
い
ま
だ
見
ぬ
え
ん
な
る
こ
と
を
、
古
き
歌
は
紅
雌
前
の
理
を
ば
か
け



給
ふ
べ
く
や
。
」

（同
）

国
の
付
合
で
は
、
前
句
の
面
影
の
人
と
、
付
句
の
実
在
の
夕
と
が
対
照
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
さ
ら
に
面
影
の
縁
で
夕
は
擬
人
的
に
構
想
さ
れ
る
と
い
ふ
関
係
が

成
立
し
、
両
句
は
意
味
的
に
置
換
し
う
る
関
係
に
あ
る
。
か
う
い
ふ
関
係
は
、

二
句
を
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
化
さ
せ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
置
換
は
右
の
や
う
な
意
味

の
直
接
の
対
照
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
疎
句
体
に
見
ら
れ
た
や
う
な
句
意
か
ら

さ
ら
に
観
念
を
抽
象
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
二
旬
の
結
合
を
媒
介
さ
せ
る
と
い
ふ

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
疎
句
体
に
比
べ
て
孤
立
化
の
度
合
は
少
く
な
つ
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
に
加
へ
て
「浅
茅
が
原
」
が
縁
語
と
し
て
「露
」
を
喚
起
す
る
と
い

ふ
、
い
は
ゆ
る
親
句
体
的
な
付
合
の
機
能
が
共
働
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
そ
の
こ

と
は

一
層
助
長
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
ヽ
で

「
理
り
」
と
い
は
れ
て

ゐ
る
の
は

「
さ
て
此
涙
の
ぬ
し
は
夕
の
お
と
し
け
る
よ
」
と
い
ふ
判
断
を
さ
し

て
ゐ
る
が
、
夕
を
主
体
と
見
た
と
こ
ろ
に
曲
は
あ
る
に
し
て
も
、
要
す
る
に
こ

れ
は
露
を
涙
と
見
る
図
式
的
な
構
想
、
和
歌

・
連
歌
で

「本
意
」
と
ょ
ば
れ
る

も
の
ゝ
肯
定
と
、
そ
れ
へ
の
依
存
の
上
に
成
り
立
つ
判
断
で
あ
る
か
ら
、
か
な

り
強
い
観
念
性
を
荷
つ
て
な
り
、
決
し
て
や
す
ら
か
に
景
曲
的
な
も
の
で
一μ
な

い
。
む
し
ろ
心
敬
の
慣
用
す
る
言
葉
に
従
へ
ば
「
心
を
め
ぐ
ら
し
巧
み
な
る
句
」

に
傾
く
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
だ
か
ら
純
粋
な
疎
句
体
と
は
異
る
と
い
は
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
観
念
性
に
つ
い
て
同
時
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
句

注
に
、

「前
旬
の
心
ば
へ
な
ど
に
よ
る
べ
く
や
」
と
い
は
れ
る
通
り
、
そ
れ
が

前
句
の

「心
」
に
最
も
よ
く
応
対
す
る

「
心
」
の
状
態
を
醸
成
し
よ
う
と
す
る

意
図
に
基
い
て
ゐ
る
こ
と
で
、
単
な
る
構
想
の
巧
み
と
し
て
の
観
念
性
で
は
な

く
、
さ
う
し
た

「
心
」
に
支
へ
ら
れ
た
観
念
性
と
で
も
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
。
↑
」
の
点
後
述
）

日
も
、　
一
旬
の
様
態
と
二
句
の
関
係
の
様
態
と
の
双
方
に
わ
た
つ
て
、
ほ
ゞ

０
と
同
じ
説
明
が
許
さ
れ
る
。
前
旬
の
わ
が
心
の
た
へ
が
た
さ
と
、
わ
が
涙
の

た
へ
が
た
く
し
て
袖
を
た
の
む
こ
と
、
が
、　
一
の
意
味
を
も
つ
異
る
表
象
と
し

て
対
照
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
構
造
は
疎
句
体
的
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
ｔ

悲
し
み
に
涙
と
い
ふ
縁
語
関
係
に
よ
る
聯
想
の
距
離
の
短
か
さ
は
、
二
句
の
孤

立
化
を
い
き
ほ
ひ
弱
い
も
の
と
し
て
ゐ
る
が
、
加
へ
て

「心
を
ぞ
じ
る
」
と
い

ふ
判
断
を
受
け
て

「忍
ば
じ
よ
」
と
っ
ゞ
け
る
発
想
は
二
句
の
意
味
的
な
連
接

を
直
接
の
も
の
と
し
て
を
り
、
二
句
の
間
に
別
に
観
念
の
介
在
す
る
余
地
を
全

く
な
く
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
ゝ
で

「理
り
」
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
涙
と

袖
と
の
間
に
成
り
立
つ
例
の
通
念
と
し
て
の
恋
の
本
意
に
基
い
て
「忍
ば
じ
よ
」

（涙
を
お
と
さ
ん
）
と
判
断
す
る
こ
と
を
さ
し
て
を
り
、　
や
は
り
観
念
的
と
い

は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
同
時
に

「此
旬
、
少
、
心
侍
り
ぬ
べ
く

や
」
と
注
す
る
文
言
を
見
れ
ば
、
作
者
の
関
心
は
か
う
し
た
観
念
性
を
支
へ
る

作
者
の
心
の
深
さ
、
か
う
し
た
本
意
の
図
式
性
に
新
し
い
生
命
を
賦
与
す
る
主

体
の
根
本
的
な
あ
り
方
に
、
ょ
り
強
く
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る

と
思
ふ
。

国
の
付
合
は
、
自
注
に
従
へ
ば
ほ
と
ん
ど
一
首
の
歌
の
や
う
な
、
意
味
の
連

接
が
辿
ら
れ
る
わ
け
で
、
二
句
の
間
に
切
れ
日
は
な
い
。
た
ゞ
付
句
は
０
・
０

に
比
べ
て
邁
か
に
単
純
で
、
こ
と
さ
ら
観
念
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
見
ら
れ
ず
、

わ
づ
か
に

「見
ぬ
」
の
話
の
上
に
作
意
が
あ
る
ば
か
り
で
ぁ
ら
う
。
し
か
し
そ

れ
も
注
の
指
摘
す
る
通
り
、
従
来
和
歌
に
お
い
て

「艶
」
を
も
た
ら
す
有
力
な

条
件
と
見
な
さ
れ
て
き
た
構
想
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
一
種
の
本
意
と
い
つ
て

よ
く
、
そ
れ
が
こ
ゝ
で

「理
」
と
い
は
れ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
例
は
い
づ
れ
も
主
と
し
て
一
句
の
上
で
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る

「理
」

で
あ
り
、
同
時
に
本
意
に
基
く
判
断
を
さ
す
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
日
の
場
合



の

「
理
」
す
な
は
ち
二
句
の
間
に
あ
ら
は
れ
る
観
念
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
と
は

著
し
く
異
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
苔
建
で

「
一
旬
の
上
に
理
ほ

が
ら
か
に
あ
ら
は
れ
侍
る
は
優
艶
感
情
あ
さ
く
や
」
と
難
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う

な
さ
う
い
ふ

「
理
」
の
あ
ら
は
れ
方
と
も
や
は
り
異
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

そ
も
そ
も
木
意
自
体
は
、
心
敬
に
と
つ
て
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て

彼
の
詩
的
世
界
を
構
築
す
る
不
可
欠
の
素
材
で
あ
り
、
彼
の
詩
的
世
界
を
極
め

て
伝
統
的
に
限
界
づ
け
る
理
由
と
も
な
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、　
一
層
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
本
意
に
基
く
判
断
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
叙
上
の
や
う
な
彼
の
手
法

が
い
た
づ
ら
に

「
理
」
の
直
載
な
表
出
を
め
ざ
し
た
も
の
で
な
く
、

「優
艶
感

情
」
を
最
も
適
切
に
表
現
す
る
た
め
の
不
可
避
の
手
段
と
し
て
要
請
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
方
法
上
、
や
む
を
え
な
い
表
出
、
む
し
ろ
隠
微
な

顕
現
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
と
理
解
さ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
付
旬
よ
り
も

一
句
と
し
て
独
立
性

の
強
い
発
句
を
引
い
て
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

朝
鳥
の
霞
に
な
き
て
花
も
な
し

注
に

「
ろ
う
／
ヽ
た
る
あ
し
た
、
霞
め
る
花
に
鳥
の
の
ど
や
か
に
鳴
き
た
る

な
り
。
花
は
あ
る
と
い
へ
る
心
な
り
。
た
ゞ
お
ぼ
つ
か
な
き
風
情
を
花
は
な

し
と
い
ふ
な
り
」
（
明
応
本
）

と
あ
る
の
で
、
改
め
て
解
説
す
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
句
意
は
、
花

も
霞
も

一
つ
に
ま
が
ふ
ば
か
り
の
明
け
方
、
朝
は
こ
と
に
花
や
か
に
開
え
る
と

い
ふ
鳥
の
声
が
花
の
あ
た
り
に
し
て
、　
一
し
ほ
朧
々
と
お
ぼ
つ
か
な
い
は
ど
の

情
趣
で
あ
る
。
従
つ
て

一
旬
の
作
為
の
核
心
は
、
「花
も
な
し
」
と
い
ふ
旬
の
意

味
が
表
現
的
に
は
却
つ
て

「花
は
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
に
転
ず
る
と
こ
ろ
に
あ

る
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
か
う
い
ふ
逆
説
的
な
判
断
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
は
じ
め
て
一
首
の
追
求
し
て
ゐ
る
叙
上
の
や
う
な
情
趣
が
、
よ
り
よ
く

表
現
で
き
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
そ
の
点
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
花
を
霞
に
見
立

て
る
構
想
は
、
歌
論
で
古
く
か
ら

「似
せ
物
」
と
よ
ば
れ
て
き
た
も
の
で
、
花

の
本
意
を
薔
喩
に
お
い
て
最
も
よ
く
具
象
化
し
よ
う
と
す
る
陳
腐
な
手
段
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
句
で
は
さ
う
し
た
霞
が
肯
定
さ
れ
、
逆
に
花
が
否
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て

「似
せ
物
」
に
立
脚
し
つ
ゝ
、
し
か
も

「似
せ
物
」
を
否
定
す
る

新
し
い
観
念
が
志
向
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
、

「似
せ
物
」
と
し
て
の
霞
の
観
念
は
、
す
で
に
警
喩
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
対

象
そ
の
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
り
、
想
像
さ
れ
た
表
象
が
そ
の
ま
ゝ
で
現
実
の

表
象
に
転
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
。
具
体
的
に
い
へ
ば
現
実
の
花

は
完
全
に
詩
的
表
象
の
世
界
か
ら
脱
落
し
、
代
り
に
花
の
感
情
的
等
価
物
と
し

て
の
霞
の
表
象
、
心
敬
の
い
は
ゆ
る
花
の
面
影
と
し
て
の
霞
が
、
完
全
な
現
実

性
を
帯
び
て
そ
の
世
界
を
充
足
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
完
全
な
転
換
を

一
挙
に
実
現
す
る
も
の
が

「花
も
な
し
」
と
い
ふ
明
快
な
判
断
の
形
式
な
の
で

あ
る
。
従
つ
て
こ
の
句
は
、
本
意
の
い
か
に
も
観
念
的
な
表
出
の
し
か
た
を
示

し
て
ゐ
る
が
、
目
的
は
あ
く
ま
で
純
粋
な
感
情
的
、
情
調
的
世
界
の
形
成
に
あ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
か
う
い
ふ
形
成
の
し
か
た
と
、
彼
以
前
に
お
け

る
最
も
精
妙
な
こ
の
種
の
手
法
で
あ
り
、
ま
た
心
故
の
理
想
で
も
あ
つ
た
新
古

今
的
・
正
徹
的
な
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
き
、
か
な
り
著
し
い
差
異
が
区
別
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
ず
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。

以
上
、
発
句
に
つ
い
て
叙
述
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
や
う
な
付
句
の
上
に
も

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
適
用
で
き
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
判
断
と
い
ふ
形
式

が
必
然
的
に
表
現
の
上
に
も
た
ら
す
観
念
性
、
心
敬
の
い
は
ゆ
る

「理
」
は
、

や
は
り
付
句
の
場
合
に
お
い
て
も
、
感
情
的
・
情
調
的
世
界
を
最
も
純
粋
に
し

か
も
現
実
的
に
形
成
す
る
た
め
に
不
可
避
の
手
法
で
あ
り
、
従
つ
て

「
ほ
が
ら



か
に
あ
ら
は
れ
」
る

「理
」
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
そ
の
隠
微
な
顕
現
と
し
て

表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
や
う
に
し
て
一
旬
の
上
に
要
請
さ
れ
る

「理
」
と
疎

句
体
に
お
い
て
二
句
の
間
に
要
請
さ
れ
る

「
理
」
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
つ
の

「理
」
は
所
詮
統

一
的
に

把
握
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
で
ぁ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
を
考
察
す
る
前

に
、
さ
ら
に
続
け
て
、
心
敬
が

「
理
は
が
ら
か
に
」
と
い
つ
て
嫌
つ
た

「
理
」

の
あ
ら
は
れ
方
と
は
ど
の
や
う
な
様
態
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
明
ら
か
に

否
定
し
た
と
見
ら
れ
る

「理
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ

ら
う
と
思
ふ
。

四

実
例
を
あ
げ
る
と

植
ゑ
お
き
し
草
は
こ
の
比
花
さ
き
て

人
の
か
た
み
の
さ
く
ら
散
る
か
げ

注
に

「植
ゑ
お
き
し
草
も
さ
く
ら
も
、
亡
き
跡
の
か
た
み
な
り
。
か
た
み
の

さ
く
ら
散
れ
ば
、
か
げ
の
草
に
は
思
は
ぬ
花
の
さ
け
る
と
い
へ
る
句
の
中
に

あ
は
れ
す
こ
し
侍
る
べ
く
や
。
日
を
と
ぢ
胸
を
し
づ
め
て
、
製
を
離
れ
て
見

侍
る
作
者
ば
か
り
の
上
な
る
べ
し
」

（岩
橋
上
）

と
あ
る
が
、
こ
の
付
合
は
か
う
解
釈
さ
れ
る
。
人
は
死
に
、
自
然
の
中
に
残
さ

れ
た
人
の
営
み
の
痕
跡
は
か
す
か
な
が
ら
も
自
然
の
ま
ゝ
に
存
続
し
て
ゐ
る
。

あ
る
い
は
散

，
、
あ
る
い
は
さ
く
と
い
ふ
変
転
を
通
し
て
な
ほ
持
続
し
て
ゆ
く

自
然
の
生
命
は
、
そ
の
生
命
と
深
く
関
係
し
て
ゐ
る
一
人
の
死
を
一
層
強
く
考

へ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
。
も
と
よ
り
こ
ゝ
で
は
自
然
の
中
に
潜
む
可
憐
な
美

し
さ
や
そ
の
生
命
力
へ
の
同
感
が
、
い
は
ゆ
る

「あ
は
れ
」
と
し
て
志
向
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
そ
の

「あ
は
れ
」
が
さ
ら
に

「人
の
か
た
み
」
に
媒
介
さ
れ
る
こ

と
に
よ
つ
て
仏
教
的
無
常
思
想
と
交
感
し
、
深
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
へ
ら

れ
て
ゐ
る
こ
と
も
否
め
な
い
で
あ
ら
う
。

心
故
は

「さ
ゝ
め
ご
と
上
」
で
、

「あ
は
れ
深
き
こ
と
を
悟
る
」
文
学
の
道

と

「心
の
源
を
明
ら
め
ん
」
と
す
る
仏
道
と
を
一
往
区
別
し
な
が
ら
、
窮
極
に

お
い
て
は
文
学
も
痛
切
な
無
常
の
体
験
を
介
し
て
生
死
を
離
れ
よ
う
と
す
る
行

仏
教
的
悟
達
へ
の
行
に
よ
つ
て

「堺
に
入
る
」
と
説
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
彼
の

仏
教
・
文
学

一
体
説
の
骨
子
で
も
あ
る
が
、
右
の
付
合
を
規
定
し
て
ゐ
る
二
句

の
間
の
観
念
は
、
ま
さ
に
か
う
い
ふ
悟
達
の
心
位
を
志
向
す
る
も
の
と
も
い
は

れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
観
念
を
媒
介
さ
せ
る
と
き
、
二
句
は
は
じ
め
て
連
鎖
し

う
る
も
の
と
な
り
、
し
か
も
開
落
そ
れ
ぞ
れ
に
状
況
は
異
る
に
せ
よ
。
二
句
は

意
味
的
に
対
照
さ
れ
置
換
さ
れ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
上
あ
り
の
ま
ゝ
に

景
曲
的
で
あ
る
こ
と
を
加
へ
る
と
、
こ
の
句
は
十
分
な
意
味
で
の
疎
句
体
と
い

へ
る
が
、
し
か
し
こ
ゝ
で
は
さ
う
い
ふ
観
念
を

「理
」
と
は
い
は
ず
に
逆
に
さ

う
い
ふ
深
い
観
念
に
透
徹
す
る
こ
と
が

「理
を
離
れ
」
る
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
。

さ
う
す
る
と
こ
ゝ
で

「理
」
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
心
敬
が
別
の
個
所
で

「耳
近
か
に
劇
ほ
が
ら
か
に
、
凡
俗
が
ま
し
き
風
体
を
の
み
う
ち
む
き
て
学

び
つ
け
侍
ら
ん
好
士
は
、
ま
こ
と
の
、
劃
を
離
れ
、
位
た
か
く
、
ひ
え
ゃ
せ

た
る
色
ど
ら
ざ
る
格
外
の
堺
を
ば
悟
り
が
た
く
ゃ
。
た
ゞ
諸
道
は
以
心
伝
心

唯
仏
与
仏
の
み
な
り
と
先
哲
語
り
侍
り
」
（岩
橋
下
）

と
記
し
た
も
の
に
当
る
の
で
あ
ら
う
。
前
の
句
注
に
い
は
れ
た

「理
」
は
疎
句

体
の
も
つ
、
即
ち
二
句
の
間
の

「理
」
に
対
し
て
悪
し
き
意
味
の
そ
れ
を
さ
し

て
ゐ
る
が
、
同
様
に
本
意
に
基
く
判
断
と
し
て
の
、
即
ち
一
句
の
上
の

「理
」

に
つ
い
て
も
悪
し
き

「理
」
す
な
は
ち
、
「几
俗
」
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

「さ
ゝ
め
ご
と
上
」
で

「
心
の
凡
俗
」
と
い
つ
て
ゐ
る
も
の
は
ま
さ
に
そ
れ
で
、



松
植
ゑ
お
か
ん
古
郷
の
庭

夢
さ
そ
ふ
風
を
月
見
ん
た
よ
り
に
て

の
例
句
を
あ
げ
、

「
心
こ
と
の
ほ
か
に
や
侍
ら
ん
。
誰
の
人
か
小
松
う
ゑ
お
き

て
、
夢
さ
ま
し
て
月
見
ん
と
た
く
み
侍
ら
ん
」
と
注
し
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
で
凡
俗

と
し
て
排
せ
ら
れ
た
の
は
、
夢
覚
す
よ
す
が
に
松
を
植
ゑ
お
か
ん
と
い
ふ
着
想

の
た
く
み
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
し
か
も
こ
の
着
想
を
支
へ
て
ゐ
る
の
は
、

「月
見
ん
」
心
の
切
な
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
秋
光
の
明
さ
を
賞
観
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
月
の
本
意
そ
の
も
の
に
深
く
透
徹
し
よ
う
と
す
る
心
な

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
い
さ
ゝ
か
も
非
難
の
余
地
は
な
か
つ
た
で
あ

ら
う
。
問
題
は
か
う
し
た
本
意
の
表
現
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
た
手
段
す
な
は
ち

着
想
や
意
匠
の
卑
俗
さ
で
あ
り
、
心
敬
も
ま
た
さ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
着
想
や
意
匠
の
卑
俗
と
は
い
つ
た
い
何
で
あ
ら
う
か
。
所
々
返
答
第
二

状
に
は
右
と
同
工
異
曲
の
良
阿
の
句

ゆ
ふ
ぐ
れ
ご
と
に
う
ら
み
や
ら
ば
や

月
か
く
す
松
は
際
の
軒
ば
に
て

を
あ
げ
、

「
い
さ
ヽ
か
凡
俗
の
姿
に
や
」
と
注
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
心
敬

も
引
い
て
ゐ
る
通
り
、
了
俊
の
落
書
露
顕
は
同
じ
句
に
つ
い
て

「
如
此
心
を
つ

か
ひ
し
な
り
」
と
賞
讃
し
つ
ヽ

「毎
句
う
ち
捨
つ
る
旬
ま
で
み
が
き
け
る
」
良

阿
の
秀
作
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
お
も
ふ
に

「
心
の
几
俗
」

と
い
ひ
、
ま
た

「
心
を
つ
か
ひ
し
」
と
い
ふ
こ
の
二
つ
の
評
価
の
差
異
は
本
意

を
着
想
に
移
転
す
る
と
こ
ろ
に
働
く

「
心
」
の
差
異
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
本
意
の

中
に
入
つ
て
こ
れ
を
把
握
す
る
心
の
深
浅
、
ま
た
は
傾
向
の
差
異
に
か
ヽ
は
る

と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
こ
の

「
心
」
が
前
に
Ｏ

ｏ
Ｏ
の
句
注
に
見
え
て
ゐ
る

「
心
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
私
が
観
念
性
を
支
へ
て
ゐ
る
心
の
深
さ
と
解
説
し
た

も
の
に
当
る
で
あ
ら
う
。

叙
上
を
要
約
す
れ
ば
、　
一
旬
の
上
に
も
二
旬
の
間
に
も
、
共
に
善
悪
二
つ
の

「
理
」
が
あ
り
、
後
者
は

「几
俗
」
と
も
よ
ば
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

が
、
心
敬
は
凡
俗
は
厳
し
く
排
し
た
け
れ
ど
も

「
理
」
そ
の
も
の
は
排
し
た
わ

け
で
な
く
、
却
つ
て
一
旬
の
上
に
も
二
旬
の
間
に
も
こ
れ
を
十
分
制
駅
し
な
が

ら
も
働
か
さ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
付
合
諭
や
そ
の
作
品
の
も
つ

独
自
の
性
格

・
工
夫
が
あ
つ
た
と
い
は
れ
る
や
う
に
思
ふ
。

さ
て
一
句
の
上
と
二
句
の
間
と
に
あ
る
二
つ
の

「
理
」
は
、
前
述
の
や
う
に

そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
し
か
し
統

一
的
に
把

握
で
き
な
い
も
の
で
も
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。　
一
旬
の
上
に
お
い
て
木
意
に
基

く
判
断
を
支
へ
て
ゐ
る
心
と
い
ふ
の
は
、
所
詮
二
句
の
間
の
結
合
を
直
接
に
媒

介
し
て
ゐ
る

「観
念
」
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
心
が

彼
の
場
合
、
仏
教
的
唯
心
諭
に
滲
透
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る

が
、
こ
と
さ
ら
表
現
論
的
に
限
定
し
て
い
へ
ば
有
心
―
前
稿
で
も
ま
た
本
稿
で

も
ふ
れ
て
き
た
、
主
体
の
根
源
的
な
心
の
あ
り
方
と
し
て
の
有
心
に
外
な
ら
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
。
有
心
と
い
ひ
本
意
と
い
ふ
の
は
い
づ
れ
も
当
時
の
歌
論
に

お
け
る
通
念
で
あ
つ
た
し
、
す
で
に
図
式
化
し
了
へ
て
ゐ
る
本
意
と
い
ふ
も
の

を
そ
の
真
実
の
意
義

ｏ
機
能
に
お
い
て
再
生
す
る
た
め
に
は
、
ま
づ
主
体
の
本

意
に
対
す
る
内
面
的
な
か
ヽ
は
り
方
が
問
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
有

心
論
の
最
も
大
き
な
存
在
理
由
の
あ
る
こ
と
も
通
念
で
あ
つ
た
。
か
う
い
ふ
課

題
を
最
も
深
く
認
識
し
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
心
敬
の
連
歌
論
で
あ
つ
た

と
思
ふ
。

有
心
は
右
の

「
理
」
に
お
い
て
、
本
意
を
新
た
な
着
想

・
意
匠
に
ま
で
移
転

さ
せ
る
も
の
と
し
て
働
い
て
ゐ
る
が
、
し
か
も
手
法
と
し
て
明
快
な
判
断
の
か

た
ち
を
と
る
と
こ
ろ
に
特
色
は
あ
つ
た
ｏ
が
、
そ
の
場
合
、
付
句
は
着
想
や
意

匠
の
形
成
が
主
と
な
る
た
め
に
、
付
合
も
お
の
づ
か
ら
知
巧
的
に
傾
く
の
で
あ



る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
二
句
が
直
接
に
有
心
を
媒
介
と
し
て
連
鎖
す
る
の
が
い

は
ゆ
る
疎
句
体
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
付
句
の
様
態
は
む
し

ろ
あ
り
の
ま
ゝ
に
、
や
す
ら
か
な
も
の
が
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
有
心

論

一
般
の
理
想
か
ら
い
つ
て
当
然
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
心
敬
も

「肌
美
し
く
し
て
常
の
旬
の
し
み
入
ヽ
と
し
た
る
大
切
の
好
土
に
や
。
そ
の

上
に
文
山
ひ
え
や
せ
た
る
は
い
は
ぬ
最
尊
の
こ
と
な
る
や
」

（所
々
返
答
第

一
一）

な
ど
と
説
い
て
ゐ
る
が
、
か
う
い
ふ
理
想
が
達
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

疎
句
体
の
付
旬
に
見
ら
れ
る
右
の
や
う
な
様
態
と
し
て
あ
ら
は
れ
る
外
は
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
有
心
的
性
格
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
文
学
的
心
性
と
仏
教
的
心
性
と
を

統

一
す
る
悟
達
と
も
い
ふ
べ
き
観
念
の
性
格
は
心
敬
の
表
現
論
や
表
現
を
窮
極

に
お
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
は
ひ
と
り
連
歌
に
限
ら
ず
、

彼
の
和
歌
作
品
に
も
通
じ
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
と
く

に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
観
念
性
の
露
呈
は
和
歌
の
場
合
こ
と
に
著
し
く
て
す

で
に
詩
で
あ
る
よ
り
も
道
歌
で
あ
る
こ
と
の
危
険
を
学
ん
で
ゐ
る
も
の
が
少
く

な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
歌
風
の
も
つ
特
色
は
、
疎
句
体
連
歌
が
和
歌
か

ら
の
発
展
と
い
ふ
意
義
を
荷
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
前
述
の
問
題
を
、
改
め
て
観
念

性
と
感
性
あ
る
い
は
詩
的
表
象
性
と
の
聯
関
と
い
ふ
観
点
か
ら
考
へ
直
さ
せ
る

も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
も
実
例
を
挙
げ
て
具
体
的
に
述

べ
て
み
よ
う
。
岩
橋
下
に
は

「稲
妻
」
と
題
し
て

稲
妻
の
光
の
う
ち
の
嶺
の
松
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
こ
ず
ゑ
の
み
か
は

の
一
首
が
あ
る
が
、
注
に

「き
そ
の
ふ
せ
屋
の
詰
木
こ
そ
あ
る
と
見
れ
ば
消

え
う
せ
侍
る
に
、
稲
妻
の
影
の
う
ち
の
松
も
同
じ
と
い
へ
り
」

と
あ
る
の
で
、
歌
意
に
疑
は
し
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
し
ば
ら
く
上
旬
だ
け

を
読
み
と
ぢ
る
時
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
一
瞬
の
光
に
射
出
さ
れ
た
松
の
鮮
烈
な

色
彩
の
表
象
を
喚
起
さ
せ
る
力
を
も
つ
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ

が
直
ち
に
下
旬
に
連
続
し
、
そ
こ
で
統

一
さ
れ
完
結
す
る
時
、
す
で
に

「嶺
の

松
」
は
き
そ
見
え
て
け
ふ
は
消
え
は
て
た
帯
木
と
全
く

「同
じ
」
く
、
変
転
の

あ
わ
た
ゞ
し
さ
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
い
は
ゞ
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
が
も

つ
変
転
と
い
ふ
観
念
を
表
示
す
る

一
範
例
と
し
て
捉

へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。

（
か
う
領
会
す
る
と
ま
た
上
旬
の

「稲
妻
」
に
は

「
如
露
亦
如

電
」
と
い
ふ
観
念
が
併
せ
て
伝
統
的
に
附
随
し
て
ゐ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
こ

と
に
も
な
る
で
あ
ら
う
。
）

こ
の
や
う
に
い
ふ
と
上
旬
は
二
つ
の
意
味
、
表
象

を
共
存
さ
せ
て
ゐ
る
と
も
と
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
歌
で
は

「
の

み
か
は
」
と
い
ふ
語
の
も
つ
強
い
論
理
性
が
上
旬
を
下
旬
の
意
味
の
中
で
堅
く

包
摂
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
最
初
に
考
へ
ら
れ
た
や
う
な
色
彩
の
感
覚
的
表
象
は

ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
失
し
て
、
自
注
の
語
る
通
り
の
一
の
意
味
に
限
定
さ
れ
て

く
る
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
上
旬
は
、
常
緑
な
る
色
彩
の
鮮
や
か
さ
に
お
い
て

表
象
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
恒
常
な
る
も
の
ヽ
上
に
宿
る
無
常
さ
の
観
念
と

し
て
表
示
さ
れ
る
。
従
つ
て
一
首
は

一
貫
し
て
観
念
の
表
現
で
あ
り
、　
一
種
道

歌
と
も
い
ふ
べ
き
性
格
を
帯
び
て
ゐ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
こ
の
性
格

は
、
こ
れ
と
同
じ
構
想
が
連
歌
形
式
で
表
現
さ
れ
る
場
合
に
著
し
く
変
つ
て
く

る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
が
前
掲
疎
句
体
例
の
第
二
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
再
び

引
用
す
る
と

こ
れ
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
帯
木

稲
妻
の
光
の
う
ち
の
松
の
い
ろ

こ
の
付
合
と
前
の
歌
と
の
差
異
は
、

「
の
み
か
は
」
と
い
ふ
論
理
的
な
判
断

を
表
示
す
る
言
葉
が
後
者
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
二
旬
の
意
味
的
な

聯
関
も
二
句
対
照
の
形
式
に
よ
つ
て
間
接
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
で
あ



ら
う
。
し
か
し
こ
の
付
合
が
無
常
迅
速
と
い
ふ
類
の
仏
教
思
想
に
よ
つ
て
支
へ

ら
れ
て
を
り
、
二
句
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
観
念
の
象
徴
と
い
ふ
意
義
を
荷
つ
て
ゐ

る
こ
と
は
す
で
に
入
頁
に
論
じ
た
通
り
で
あ
つ
て
、
付
合
の
も
つ
意
味
、
構
想

は
前
の
一
首
と
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
こ
で
は
二
旬
の
付
合
い
ひ

か
へ
れ
ば
二
旬
の
間
に
あ
る
空
間
が

「
の
み
か
は
」
と
い
ふ
語
の
も
つ
意
味
と

機
能

（
二
句
を
結
合
さ
せ
る
）
と
を
完
全
に
充
足
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、　
一
首
を
二
旬
に
分
割
し
、
上
下
三
旬
の
連
続

性
を
断
ち
き
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
付
合
と
い
ふ
形
式
は
、　
一
首
の
も
つ
意
味

を
い
さ
ヽ
か
も
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
た
ゞ
そ
の
も
つ
観
念
表
現
を
二
旬
の
上

か
ら
排
除
し
、
許
さ
れ
る
限
り
純
粋
な
感
情
の
表
現
を
達
成
す
る
手
法
と
な
り

え
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

「稲
妻
の
光
の
う
ち
の
松
の
い

ろ
」
と
い
ふ
付
句
は
、
あ
ら
か
じ
め
前
句
に
よ
つ
て
意
味
を
限
定
さ
れ
て
ゐ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
す
で
に
観
念
的
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し

一

旬
の
形
象
そ
れ
自
体
と
し
て
は
や
は
り
「松
の
い
ろ
」
が
も
つ
感
覚
的
表
象
に
よ

つ
て
最
も
よ
く
生
き
て
ゐ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
従
つ
て
重
要
な
こ
と
は
、

付
句
が
観
念
的
で
あ
る
に
し
て
も
さ
う
し
た
観
念
が
感
覚
的
に
形
成
し
直
さ
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
連
歌
が
観
念
表
現
で
あ

る
こ
と
か
ら
離
脱
し
う
る
構
造
的
な
長
所
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ

２つ
。前

述
の
や
う
に
心
敬
の
和
歌
は
観
念
臭
の
濃
い
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を

彼
が
理
想
と
し
た
新
古
今
的
、
正
徹
的
歌
風
・
手
法
と
比
べ
る
時
そ
の
差
異
の

著
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
理
想
と
実
践
乃
至
結
果
と
の
間
に
見
ら
れ
る

こ
の
ひ
ら
き
は
、
彼
の
力
量
不
足
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
が
理
想
を

共
に
し
な
が
ら
も
同
じ
様
態
、
結
果
を
欲
し
な
か
つ
た
こ
と
に
基
く
と
解
さ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
ま
た
師
で
も
あ
つ
た
正

徹
の
な
し
と
げ
た
業
績
、
つ
ま
り
新
古
今
風
の
最
も
忠
実
か
つ
鋭
敏
な
模
倣
者

で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
発
展
者
と
し
て
成
功
し
た
彼
の
業
績

を
顧
れ
ば
理
会
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
心
敬
に
と
つ
て

こ
の
差
異
は
、
可
能
性
の
問
題
で
は
な
く
て
意
志
の
問
題
で
あ
つ
た
わ
け
で
、

恐
ら
く
彼
は
新
古
今
、
正
徹
と
理
想
を
共
に
し
な
が
ら
、
す
で
に
そ
れ
ら
を
超

え
る
形
象
を
意
図
し
、
そ
の
た
め
古
い
手
法
に
依
存
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
し

て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
思
ふ
。
そ
の
た
め
簡
単
に
い
へ
ば
、
言
葉
の
も

つ
感
情
的
、
情
調
的
表
象
を
累
加
し
て
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
感
情
、

情
調
の
内
容
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
新
古
今
、
正
徹
の
手
法
を
顧
み
な
い
で

む
し
ろ
感
情
、
情
調
の
内
容
を
最
も
よ
く
表
現
す
る
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た

構
想
を
明
快
な
判
断
の
か
た
ち
で
指
示
す
る
と
い
ふ
手
法
を
と
つ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
作
品
が
し
ば
し
ば
観
念
の
表
現
に
堕
る
こ
と
を
抑
止
し
て
、
あ

く
ま
で
そ
れ
が
詩
で
あ
る
た
め
に
は
連
歌
形
式
が
最
も
よ
く
適
合
す
る
と
考
へ

て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
疎
句
体
の
考
察
か
ら
展
開
さ
れ
た
叙
上
の
や
う

な
解
釈
に
つ
い
て
は
、
は
た
し
て
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
心
敬
が
自
覚
し
て
ゐ
た
か

ま
た
彼
の
見
解
と
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
ゐ
る
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
彼

の
厳
し
い
表
現
理
想
や
そ
れ
へ
の
た
ゆ
み
な
い
実
践
が
つ
ひ
に
連
歌
形
式
を
見

出
し
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
本
稿
の
は
じ
め
の
叙
述
は
、
疎
旬
体
連
歌
の
も
つ

か
う
い
ふ
独
持
な

「理
」
の
あ
り
方
を
顧
み
、
追
求
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
さ

ら
に
深
く
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な
力、
ら
う
か
。

心
敬
が
作
歌
よ
り
も
連
歌
制
作
に
よ
り
烈
し
い
関
心
を
寄
せ
、
こ
ゝ
に
作
家

と
し
て
の
生
活
を
か
け
て
ゐ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
連
歌
が
和

歌
に
優
れ
て
ゐ
る
理
由
、
意
義
は
心
敬
に
と
つ
て
何
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と

い
は
ゞ
彼
に
と
つ
て
の
付
合
本
質
論
に
つ
い
て
は
改
め
て
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
次
の
機
会
に
ゆ
づ
つ
て
い
さ
ゝ
か
冗
長
に
わ
た
つ
た



本
稿
を
こ
ゝ
で
収
束
し
た
い
と
思
ふ
。
２

九
五
五
ｏ
一
〇

・
一
〇
）

引
用
し
た
心
敬
の
論
書
の
中
、

「
さ
ゝ
め
ご
と
」
は
天
理
本

（木
藤

才
蔵
氏
著

「校
註
さ
ゝ
め
ご
と
」
所
収
）、　
他
は
横
山
重

ｏ
野
口
英

一
氏
校
訂

「
心
敬
集
」
所
収
の
諸
本
に
よ
つ
た
が
、
こ
の
二
編
著
、

こ
と
に
木
藤
氏
の
著
書
の
解
説
に
は
い
ろ
い
ろ
と
教
示
さ
れ
た
こ
と

を
御
礼
中
し
た
い
。

注

一　
俊
頼
髄
脳

「
例
の
歌
の
な
か
ら
を
い
ふ
な
り
。

（中
略
）
そ
の
な
か
ら

が
う
ち
に
い
ふ
べ
き
こ
と
の
心
を
い
ひ
は
つ
る
な
り
。」

八
雲
御
抄

「
す
べ
て
は
じ
め
に
言
ふ
が
ご
と
く
言
ひ
切
り
た
る
や
う
な

る
べ
し
ピ

和
歌
用
意
条
々

「
上
旬
に
詞
を
つ
く
し
力
を
入
れ
つ
れ
ば
下
旬
必
ず
よ

み
に
く
し
。
連
歌
と
歌
と
の
変
る
こ
と
こ
の
い
は
れ
な
り
。
連
歌
は

一
旬
に
心
を
言
ひ
は
て
た
る
に
後
の
句
を
求
め
つ
く
る
に
よ
り
て
、

連
歌
歌
と
て
こ
は
く
瀾
ゆ
る
は
こ
の
い
は
れ
な
り
。」

言
塵
集

「歌
と
連
歌
と
の
替
り
目
と
は
、
歌
に
は
五
七
五
七
七
の
中
を

得
イ

心

一
に
て
言
ひ
終
る
な
り
。
連
歌
は
五
七
五
に
心

一
、
七
七
に
心

一
、

言
ひ
出
し
て
一
旬
の
一
結
と
す
る
な
り
。
こ
れ
な
ら
で
は
替
り
目
な

か
る
べ
し
。

袖
内

「
連
歌
と
歌
と
は
少
し
替
る
こ
と
あ
り
。
こ
の
堺
を
知
る
を
上
手

と
は
申
す
べ
し
。
歌
の
上
下
の
間
に
心

一
も
ち
な
す
や
う
に
よ
む
な

り
。
連
歌
は
上
下
と
心
得
分
く
べ
し
。
歌
に
は
作
者

一
人
あ
り
、
連

歌
に
は
両
人
あ
る
故
な
り
。」
（
本
書
は
池
田
重
氏
校
訂
、
古
典
文
庫

「宗
御
連
歌
諭
集
」
に
よ
る
。）

注
二
　
さ
ゝ
め
ご
と
上

「初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
深
き
に
入
り
、
至
り
て
後
は

深
き
よ
り
浅
き
に
出
づ
る
、
こ
れ
諸
道
の
用
心
最
用
と
い
へ
り
。」

こ
れ
は
直
接
に
は
愚
秘
抄
に
依
つ
て
ゐ
る
。

注
一一一　
従
つ
て
心
敬
は
了
俊
と
逆
に

「
言
ひ
流
し
」
を
肯
定
す
る
。
さ
ゝ
め
ご

と
下

「
両
句
の
う
ち
に
必
ず
言
ひ
残
し
、
言
ひ
流
し
た
る
と
こ
ろ
あ

る
べ
し
と
な
り
。
前
句
を
わ
が
旬
に
な
し
て
吟
じ
あ
は
せ
よ
と
い
へ

ｈソ
。」

注
四

「
さ
ゝ
め
ご
と
下
」
で
は
親
句

・
疎
句
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

心
と
姿
と
の
二
種
を
分
け
て
ゐ
る
。
具
体
的
な
説
明
を
欠
い
て
ゐ
る

の
で
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
寄
合
は
親
句
の
中
に
入

る
と
し
て
も
、　
疎
句
に
つ
い
て
は
本
稿
の
叙
述
と
変
る
ま
い
と
思

ふ
。

注
五
　
拙
稿

「
有
心
―
毎
月
抄
に
つ
い
て
」
（国
語
国
文
十
七
巻
十
号
）参
照
。

注
六
　
所
々
返
答
第
三

「
色
ど
り
は
く
た
み
の
み
に
て
、
さ
ら
に
一
ふ
し
の
墨

絵
唐
物
は
見
え
ず
と
な
り
。
さ
れ
ば
心
の
み
連
歌
に
て
、
姿

・
詞
・

位
の
か
た
は
ひ
と
へ
に
す
た
れ
失
せ
侍
る
と
先
人
語
れ
り
」
の
「
心
」

は
さ
う
で
あ
ら
う
。

注
七
　
土
橋
旧
蔵
本

（
本
学
現
蔵
）
の

「
心
敬
ひ
と
り
言
」
は

「芝
草
奥
書
」

と
名
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
引
用
文
中

「歌
の
上
下
継
ざ
ま
の‐
心
の
転

じ
侍
る
を
」
と
あ
る

「
の
」
は

「
岩
橋
下
」
の
本
文
と
比
較
す
れ
ば

な
い
方
が
よ
い
が
、
こ
れ
は
続
類
従
本
に
も
あ
る
の
で
、　
一
概
に
謀

写
と
も
い
へ
な
い
。

注
八
　
こ
の
付
合
で
は
、
源
氏
帯
木
巻

「数
な
ら
ぬ
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
名
の
う

さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帯
木
」
を
原
拠
と
す
る
の
が
よ
い
。

連
珠
合
壁
集
で
は
、

「帝
木
」
に

「
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
」
を
寄
合
と

し
て
ゐ
る
。

注
九
　
岩
橋
上

「
景
曲
の
体
と
て
直
ち
に
見
る
姿
の
艶
な
る
を
い
へ
る
な
り
。

見
る
外
に
句
の
心
を
尋
ね
給
ふ
ぺ
か
ら
ず
。」

愚
秘
抄

・
愚
見
抄
に

も
見
え
る
が
、
三
五
記
に
最
も
詳
し
い
。

注

一
〇
　
岩
橋
上
、
文
明
本
芝
草
に
は

「
理
」
の
語
が
な
く
、
文
末
の
文
言
も

「
の
が
れ
ぬ
こ
と
の
悲
し
さ
を
句
に
対
し
（
て
）
侍
り
。
見
て
と
い
へ

る
は
観
じ
た
る
心
な
り
」
と
な
つ
て
ゐ
る
。

注

一
一　
兼
載
雑
談

（類
従
本
）
は
、
こ
の
付
合
に
注
し
て

「
昨
口
山
中
木
、

今
日
籠
中
雁
と
い
ふ
古
句
な
り
。
観
念
に
て
付
け
ら
れ
た
り
。
極
意

の
句
な
り
」
と
い
ふ
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
仏
教
で
い
ふ

「
観
念
」
で

本
稿
で
い
ふ
そ
れ
と
直
ち
に
一
つ
で
は
な
い
。

―
―
大
阪
大
学
助
教
授
―
―
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