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古
い
昔
か
ら
日
本
民
族
に
固
有
な
、
五
と
七
と
の
音
数
律
に
よ
る
詩
形
の

一
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
が
記
紀
の
時
代
に
現
わ
れ
て
以
来
今
日
に
至
る
ま
で

短
歌
俳
句
は
も
ち
ろ
ん
各
種
の
歌
謡
民
謡
に
ま
で
も
瀰
漫
び
ま
ん
し
て
い
る
。
こ
の

大
き
な
体
系
の
中
に
古
今
を
通
じ
て
画
然
と
一
つ
の
大
き
な
線
を
引
い
て
い

る
も
の
が
三
十
一
字
の
短
歌
で
あ
る
。
そ
の
線
の
途
中
か
ら
枝
分
か
れ
を
し

て
連
歌
が
生
じ
、
そ
れ
か
ら
ま
た
枝
が
出
て 

俳  

諧 

は
い
か
い

連
句
れ
ん
く
が
生
じ
た
。
発
句

す
な
わ
ち
今
の
俳
句
は
や
は
り
連
歌
時
代
か
ら
こ
れ
ら
の
枝
の
節
々
を
飾
る

花
実
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
俳
諧
か
ら
分
岐
し
た
雑
俳
の
枝
頭
に

は
川
柳
が
芽
を
吹
い
た
。

　
連
歌
か
ら
俳
諧
へ
の
流
路
に
は
幾
多
の
複
雑
な
曲
折
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
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る
。
優
雅
と 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

、
貴
族
的
な
も
の
と
平
民
的
な
も
の
と
の
不
規
則
に
週

期
的
な
消
長
角
逐
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が 

貞  

門 

て
い
も
ん 

談  

林 

だ
ん
り
ん

を
経
て 

芭  

蕉 

ば
し
ょ
う

と
い

う
一
つ
の
大
き
な
淵ふち
に
合
流
し
融
合
し
た
観
が
あ
る
。
こ
の
合
流
点
を
通
っ

た
後
に
俳
諧
は
再
び
四
方
に
分
散
し
て
い
く
つ
も
の
別
々
の
細
流
に
分
か
れ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
一
方
に
お
い
て
記
紀
万
葉
以
来
の
詩
に
現
わ
れ
た
民
族
的
国
民
的
に
固
有

な
人
世
観
世
界
観
の
変
遷
を
追
跡
し
て
行
く
と
、
無む
垢く
な
原
始
的
な
祖
先
日

本
人
の
思
想
が
外
来
の
宗
教
や
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
漸
々
に
変
わ
っ
て
行

く
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
面
か
ら
見
て
も
蕉
門
俳
諧

の
完
成
期
に
お
け
る
作
品
の
中
に
は
神
儒
仏
は
も
ち
ろ
ん
、
老
荘
に
至
る
ま

で
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
こ
と
ご
と
く
融
合
し
て
一
団
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
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見
え
る
。
そ
う
し
て
、
儒
家
は
儒
に
な
ず
み
仏
徒
は
仏
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る

間
に
、
門
外
の
俳
人
た
ち
は
こ
れ
ら
の
ど
れ
に
も
す
が
り
つ
か
な
い
で
し
か

も
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
取
り
込
み
消
化
し
て
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
固
有
日
本
人

の
財
産
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
芭
蕉
は
純
日
本
人
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
俳
諧
の
本
質
を
説
く
こ
と
は
、
日
本
の
詩
全

体
の
本
質
を
説
く
こ
と
で
あ
り
、
や
が
て
は
ま
た
日
本
人
の
宗
教
と
哲
学
を

も
説
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
容
易
の
わ
ざ
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
た
だ
そ
う
い
う
意
識
を
心
頭
に
置
き
、
そ
う
し
て
そ
の
上
に
立
っ

て
蕉
門
俳
諧
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
す
る
若
干
の
管
見
を
述
べ
る
よ
り
ほ
か

に
現
在
の
自
分
の
取
る
べ
き
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
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俳
諧
は
わ
が
国
の
文
化
の
諸
相
を
貫
ぬ
く
風
雅
の
精
神
の
発
現
の
一
相
で

あ
る
。
風
雅
と
い
う
文
字
の
文
献
的
起
原
は
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
古
来

の
い
わ
ゆ
る
風
雅
の
精
神
の
根
本
的
要
素
は
、
心
の
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な

状
態
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。  

思    

無    

邪  

お
も
い
よ
こ
し
ま
な
し
で
あ
り
、 

浩  

然 

こ
う
ぜ
ん

の
気
で
あ
り
、

涅
槃
ね
は
ん
で
あ
り
天
国
で
あ
る
。
忙
中
に
閑
あ
る
余
裕
の
態
度
で
あ
り
、
死
生
の

境
に
立
っ
て
認
識
を
あ
や
ま
ら
な
い
心
持
ち
で
あ
る
。
「
風
雅
の
誠
を
せ
め

よ
」
と
い
う
は
、
私
わ
た
く
しを
去
っ
た
止
水
明
鏡
の
心
を
も
っ
て
物
の
実
相
本
情
に

観
入
し
、
松
の
こ
と
は
松
に
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
聞
い
て
、
い
わ
ゆ
る
格
物

致
知
の
認
識
の
大
道
か
ら
自
然
に
誠
意
正
心
の
門
に
入
る
こ
と
を
す
す
め
た

も
の
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
風
雅
の
精
神
は
一
面
に
お
い
て
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は
ま
た
自
然
科
学
の
精
神
に
も
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
か
く
の
ご
と
く
格
を
定
め
理
を
知
る
境
界
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
格
を

忘
れ
理
を
忘
る
る
域
に
達
す
る
を
風
雅
の
極
致
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

理
想
は
ま
た
一
方
に
お
い
て
わ
が
国
古
来
の
あ
ら
ゆ
る
芸
道
は
も
ち
ろ
ん
、

ひ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
武
術
の
極
意
と
も
連
関
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
一
方
に
お
い
て
は
西
欧
の
ユ
ー
モ
ア
と
称
す
る
も
の
に
ま
で

も
一
脈
の
相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
絞
首
台
上
の
ユ
ー

モ
ア
」
に
は
ど
こ
か
に
俳
諧
の
に
お
い
が
な
い
と
言
わ
れ
な
い
。

　
風
雅
の
精
神
の
萌
芽
ほ
う
が
の
よ
う
な
も
の
は
記
紀
の
歌
に
も
本
文
の
中
に
も
至

る
と
こ
ろ
に
発
露
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
時
代
に
は
そ
れ

が
ま
だ
寂
滅
の
思
想
に
し
み
な
い
積
極
的
な
姿
で
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
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に
万
葉
か
ら
古
今
こ
き
ん
を
経
る
に
従
っ
て
、
こ
の
精
神
に
は
外
来
の
宗
教
哲
学
の

消
極
的
保
守
的
な
色
彩
が
だ
ん
だ
ん
濃
厚
に
浸
潤
し
て
来
た
。
す
な
わ
ち
普

通
の
意
味
で
の
寂さ
び
を
帯
び
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
寂
滅
あ
る
い
は
虚
無

的
な
色
彩
が
中
古
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
に 

滲  

透 

し
ん
と
う

し
て
い
る
の
は
人
の
知
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
来
の
風
雅
の
道
は
決
し
て
人
を 

退 

嬰 

的 

た
い
え
い
て
き
に
す
る
た
め
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
上
は
摂
政
関
白
武
将
よ
り
下
は
士
農
工
商
あ
ら
ゆ

る
階
級
の
間
に
行
な
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
社
会
人
と
し
て
の
活
動
生
活

の 

侶  

伴 

り
ょ
は
ん

と
な
っ
て
そ
れ
を
助
け
導
い
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
風
雅
の
心
の

な
い
武
将
は
人
を
御
す
る
こ
と
も
下へ
手た
で
あ
り
、
風
雅
の
道
を
解
し
な
い
商

人
は
お
そ
ら
く
金
も
う
け
も
充
分
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
朝
顔
の
一
鉢
は
ち

8俳諧の本質的概論



を
備
え
な
い
裏
長
屋
に
は
夫
婦
げ
ん
か
の
回
数
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
が
日
本
人
で
あ
る
。
風
雅
の
道
は
い
か
な
る
積
極
的
活
動
的

な
る
日
本
に
も
存
在
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
風
雅
は
自
我
を
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
る
る
心
の
自
由
で
あ
り
、
万
象

の
正
し
い
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
和
歌
で
理
想
と
し
た
典
雅
幽
玄
、

俳
諧
の
魂
と
さ
れ
た
さ
び
し
お
り
と
い
う
も
の
が
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
て
来

る
の
で
あ
る
。
幽
玄
で
な﹅
く﹅
、
さ
び
し
お
り
の
な﹅
い﹅
と
い
う
こ
と
は
、
露
骨

で
あ
り
我
慢
で
あ
り
、
認
識
不
足
で
あ
り
、
従
っ
て
浅
薄
で
あ
り
粗
雑
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
い
わ
ゆ
る
寂さ
び
と
は
寂さ
び
し
い
こ
と
で
な

く
仏
教
の
寂
滅
で
も
な
い
。
し
お
り
と
は
悲
し
い
こ
と
や
弱
々
し
い
こ
と
で

は
決
し
て
な
い
。
物
の
哀
れ
と
い
う
の
も
安
直
な
感
傷
や  

宋    

襄  

そ
う
じ
ょ
う

の
仁じん
を
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意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
ら
は
そ
う
い
う
自
我
の
主
観
的
な

感
情
の
動
き
を
さ
す
の
で
は
な
く
て
、
事
物
の
表
面
の 

外  

殻 

が
い
か
く

を
破
っ
た
そ

の
奥
底
に
存
在
す
る
真
の
本
体
を
正
し
く
認
め
る
時
に
当
然
認
め
ら
る
べ
き

物
の
本
情
の 
相  
貌 
そ
う
ぼ
う

を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
る
に
は
と
ら

わ
れ
ぬ
心
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
仏
教
思
想
の
表
面
的
な
姿
に
の
み
と

ら
わ
れ
た
凡
庸
の
歌
人
は
、
花
の
散
る
の
を
見
て
は  

常  

套  

的  

じ
ょ
う
と
う
て
き

の
無
常
を

感
じ
て
平
凡
な
る
歌
を
詠よ
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
決
し
て

さ
び
し
お
り
で
は
な
い
。
芭
蕉
の
さ
び
し
お
り
は
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に

進
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
黙
々
相
対
し
て
花
を
守
る
老
翁
の

「
心
の
色
」
に
さ
び
を
感
じ
、
秋
風
に
か
ら
び
た 

十 

団 

子 

と
お
だ
ん
ご

の
「
心
の
姿
」

に
し
お
り
を
感
じ
た
の
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

曇
ら
ぬ
自
分
自
身
の
目
で
凡
人
以
上
の
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深
さ
に
観
照
を
進
め
た
結
果
お
の
ず
か
ら
感
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ

か
に
は
言
い
現
わ
す
方
法
の
な
い
、
た
だ
発
句
に
よ
っ
て
の
み
現
わ
し
う
る

も
の
を
そ
の
ま
ま
に
発
句
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
寂
び
し
お
り
を
理
想
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
芭
蕉
以
前
か
な

り
遠
い
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
連

歌
に
関
す
る  

心    
敬  

し
ん
ぎ
ょ
う

の
言
葉
か
ら
も
判
読
さ
れ
る
。
「
余
情
」
や
「
面
影
」

を
尊
び
「
い
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
心
を
か
け
」
、
「
ひ
え
さ
び
た
る
趣
」
を
愛
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
古
人
の
理
想
を
十
二
分
に
実
現
し
た
最
初
の
人

が
芭
蕉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
び
、
し
お
り
、
お
も
か
げ
、
余
情
等
種
々
な
符
号
で
現
わ
さ
れ
た
も
の

は
す
べ
て
対
象
の
表
層
に
お
け
る 

識  

閾 

し
き
い
き

よ
り
も
以
下
に
潜
在
す
る
真
実
の
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相  

貌 
そ
う
ぼ
う

で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
は
散
文
的
な
言
葉
で
は
言
い
現
わ
す
こ

と
が
で
き
な
く
て
ほ
ん
と
う
の
純
粋
の
意
味
で
の
詩
に
よ
っ
て
の
み
現
わ
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
。  

饒    

舌  

じ
ょ
う
ぜ
つ

よ
り
は
む
し
ろ
沈
黙
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ

う
る
も
の
を
十
七
字
の
幻
術
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
い
き
い
き
と
表
現
し
よ
う

と
い
う
の
が
俳
諧
の
使
命
で
あ
る
。
ホ
ー
マ
ー
や
ダ
ン
テ
の
多
弁
で
は
到
底

描
く
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
を
、
つ
ば
元
ま
で
き
り
込
ん
で
、
西
瓜
す
い
か
を
切
る

ご
と
く
、
大
木
を
倒
す
ご
と
き
意
気
込
み
を
も
っ
て
摘
出
し
描
写
す
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
幻
術
の
秘
訣
ひ
け
つ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
象
徴
の
暗
示
に

よ
っ
て
読
者
の
連
想
の
活
動
を
刺
激
す
る
と
い
う
修
辞
学
的
の
方
法
に
よ
る

ほ
か
は
な
い
。
こ
の
方
法
が
西
欧
で
自
覚
的
に
も
っ
ぱ
ら
行
な
わ
れ
こ
れ
が
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本
来
の
詩
と
い
う
も
の
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
高
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は

比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
思
想
の
余
波
と
し
て
仏
国
な
ど
で

俳
諧
が
研
究
さ
れ
模
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

方
法
の
極
度
に
発
達
し
た
も
の
が
す
で
に
芭
蕉
晩
年
の
俳
諧
に
お
い
て
見
い

だ
さ
る
る
の
で
あ
る
。

　
暗
示
の
力
は
文
句
の
長
さ
に
反
比
例
す
る
。
俳
句
の
詩
形
の
短
い
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
仏
人
メ
ー
ト
ル
氏
が
俳
句
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
中
に
「
俳
諧
は
読
者
を

共
同
作
者
と
す
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
っ
た
と
思
う
。
実
際
読
者
の

中
に
句
の
提
供
す
る
暗
示
に
反
応
し
共
鳴
す
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
ら
、
俳

句
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
。
俳
句
の
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
チ
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ャ
ン
バ
ー
レ
ン
氏
の
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
た
だ
油
絵
か
何
か
の
画
題
の

よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
芭
蕉
の
有
名
な
句
で
も
「
枯
れ
枝
に
か
ら

す
の
い
る
秋
景
」
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
画
題
と
俳
句
と
の

相
違
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
対
象
の
象
徴
的
心
像
の

選
択
と
、
そ
の
排
列
と
、
句
を
は
た
ら
か
せ
る
言
葉
の
さ
ば
き
と
で
あ
り
、

な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
「
て
に
を
は
」
の
使
用
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
大

切
な
の
は
十
七
字
の
定
型
的
詩
形
か
ら
来
る
音
数
律
的
な
律
動
感
で
あ
る
。

　
短
い
詩
ほ
ど
詩
形
の
規
約
の
厳
重
さ
を
要
求
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

詩
だ
か
画
題
だ
か
格
言
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
近
来
わ
が

国
諸
学
者
の
研
究
も
あ
る
よ
う
に
、
七
五
の
音
数
律
は
わ
が
国
語
の
性
質
と

必
然
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
人
為
的
な
理
屈
の
勝
手
に
は
な
ら
な
い
も
の
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で
あ
る
。
こ
の
基
礎
的
な
科
学
的
事
実
を
無
視
し
た
奇
形
の
俳
句
は
、
放
逸

で
あ
っ
て
も
自
由
で
は
な
い
。
俳
諧
の
流
る
る
ご
と
き
自
由
は
む
し
ろ
そ
の

二
千
年
来
の
惰
性
と
運
動
量
を
も
つ
と
こ
ろ
の
詩
形
自
身
の
響
き
の
中
に
の

み
可
能
で
あ
る
。
俳
諧
は
謡うた
い
も
の
な
り
と
い
う
は
こ
の
事
で
あ
る
。
一
知

半
解
の
西
洋
人
が
芭
蕉
を
オ
ー
レ
リ
ア
ス
や
エ
ピ
ク
テ
ー
タ
ス
に
た
と
え
た

り
す
る 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

の
出
発
点
の
一
つ
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
同
じ
誤
謬
に
立
脚
し

た
変
態
の
俳
句
な
ど
は
、
自
分
の
皮
膚
の
黄
色
い
こ
と
を
忘
れ
た
日
本
人
の

む
だ
な
訓
練
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
た
心
に
の
み
感
興
を
呼
び
起
こ
す
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
短
詩
形
の
中
に
は
い
か
な
る
も
の
が
盛
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
風
雅
の
心
を
も
っ
て
臨
ん
だ
七
情
万
景
で
あ
り
、 

乾  

坤 

け
ん
こ
ん

の
変
で
あ
る
が
、
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し
か
も
そ
れ
は
不
易
に
し
て
流
行
の
た
だ
中
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
虚
実
の

境
に
出
入
し  

逍    

遙  

し
ょ
う
よ
う

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
が
蕉
門
正
風
の
ね
ら

い
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

　
不
易
流
行
や
虚
実
の
弁
に
つ
い
て
は
古
往
今
来
諸
家
に
よ
っ
て
説
き
尽
く

さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
敷
衍
ふ
え
ん
す
べ
き
余
地
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
こ
れ
は
俳
諧
に
は
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
わ
が
国
の
表
現
芸
術
に
共
通

な
指
導
原
理
で
あ
っ
て
、
芸
と
学
と
の
間
に 

分 

水 

嶺 

ぶ
ん
す
い
れ
い
を
画
す
る
も
の
で
あ

る
。
最
も
卑
近
な
言
葉
を
も
っ
て
言
い
現
わ
せ
ば
、
恒
久
な
る
時
空
の
世
界

を
そ
の
具
体
的
な
る
一
断
面
を
捕
え
て
表
現
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
体
を
表
現
す
る
に
現
象
を
も
っ
て
せ
よ
、
潜
在
的
な
る
容
器
に
顕
在
的
な

る
物
象
を
盛
れ
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
情
と
い
い
風
情
ふ
ぜ
い
と
い
う
も
ま
た
同
じ
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こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ひ
と
わ
た
り
の
教
え
と
し
て
は
修
辞
学
の

初
歩
に
お
い
て
も
説
か
れ
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
実
際
に
わ
が
物

と
し
て
体
得
す
る
た
め
に
は
芭
蕉
一
代
の
粉
骨
の
修
業
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

　
流
行
の
姿
を
備
え
る
た
め
に
は
少
な
く
も
時
と
空
間
い
ず
れ
か
、
あ
る
い

は
両
方
の
決
定
が
必
要
で
あ
る
。
季
題
の
設
定
は
こ
の
必
要
に
応
ず
る
も
の

で
あ
る
。
季
題
の
な
い
発
句
は
ま
れ
に
は
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
除
外
例
で

あ
る
。 

二  

条  

良  

基 

に
じ
ょ
う
よ
し
も
と

は
連
歌
の
句
々
の
推
移
の
あ
り
さ
ま
を
浮
世
の
盛
衰

に
た
と
え
、
ま
た
四
季
の
運
行
に
比
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
気
候
変
化
の
諸
相

の
き
わ
め
て
複
雑
多
様
な
日
本
の
国
土
に
あ
っ
て
、
こ
の
変
化
に
対
す
る
敏

感
性
を
養
わ
れ
て
来
た
日
本
人
に
の
み
言
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
で
連

歌
以
来
季
題
が
制
定
さ
れ
て
そ
れ
が
俳
諧
に
墨
守
さ
れ
て
来
た
事
は
決
し
て
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偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ヴ
ォ
カ

ン
ス
が
大
戦
の 

塹  

壕  

生  

活 

ざ
ん
ご
う
せ
い
か
つ

を
歌
っ
た
、
七
、
七
、
七
シ
ラ
ブ
ル
の
「
ハ

イ
カ
イ
」
に
は
全
く
季
題
が
な
い
の
で
、
ど
う
ひ
い
き
目
に
見
て
も
わ
れ
わ

れ
に
は
俳
諧
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
改
造
社
俳
句
講
座
第
七
巻
、

後
藤
ご
と
う
氏
「
フ
ラ
ン
ス
の
俳
諧
詩
」
参
照
）

　
季
題
の
中
で
も
天
文
や
時
候
に
関
す
る
も
の
は
と
に
か
く
、
地
理
や
人
事
、

動
物
、
植
物
に
関
す
る
も
の
は
、
時
を
決
定
す
る
と
同
時
に
ま
た
空
間
を
暗

示
的
に
決
定
す
る
役
目
を
つ
と
め
る
。
少
な
く
も
そ
れ
を
決
定
す
べ
き
潜
在

能
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
俳
句
の
作
者
は
こ
れ
ら
季
題
の
一
つ
を
提
供
す

る
だ
け
で
、
共
同
作
者
た
る
読
者
の
連
想
の
網
目
の
一
つ
の
結
び
目
を
捕
え

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
結
び
目
に
連
絡
す
る
糸
の
数
は
無
限
に
た
く
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さ
ん
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
特
に
あ
る
一
つ
の
糸
を
力
強
く
振
動
さ
せ
る
た
め

に
は
、
も
う
一
つ
の
結
び
目
を
つ
か
ま
え
て
来
て
、
二
つ
の
結
び
目
の
間
に

張
ら
れ
た
弦
線
を
弾
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
不
易
」
な
る
網

目
の
一
断
面
を
摘
出
し
て
そ
こ
に
「
流
行
」
の
相
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
弾
ず
る
原
動
力
は
句
の
「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
「
勢
い
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
発
句
は
物
を
取
り
合
わ
す
れ
ば
で
き
る
。
そ
れ
を
よ
く
取
り
合
わ
せ
る
の

が 

上  

手 

じ
ょ
う
ず

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
む
や
み
に
二
つ
も
三
つ
も
取

り
集
め
て
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
黄
金
こ
が
ね
を
打
ち
延
べ
た
よ
う
に
作
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
芭
蕉
が
教
え
た
の
は
、
や
は
り
上
記
の
方
法
を
さ
し
て

言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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近
ご
ろ
映
画
芸
術
の
理
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
や
は
り
取

り
合
わ
せ
の
芸
術
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
を
衝つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
つ
の
お
の
お
の
と
は
ち
が
っ
た
全
く
別
な
い
わ
ゆ
る
陪
音
あ
る
い
は
結
合

音
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
発
生
す
る
。
こ
れ
が
映
画
の 

要  

訣 

よ
う
け
つ

で
あ
る
と
同

時
に
ま
た
俳
諧
の
要
訣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
取
り
合
わ
せ
る
二
つ
の
も
の
の
選
択
の
方
針
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ
は

二
つ
の
も
の
を
連
結
す
る
糸
が
常
識
的
論
理
的
な
意
識
の
上
層
を
通
過
し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
古
典
の
中
の
あ
る
插
話
そ
う
わ
で
結
ば
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
ま
た
、
潜
在
意
識
の
暗
や
み
の
中
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
取
り

合
わ
せ
の
結
果
は
全
く
別
な
も
の
と
な
る
。
蕉
門
俳
諧
の
方
法
の
特
徴
は
全

く
こ
の
潜
在
的
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
物
を
取
り
合
わ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
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あ
る
。
幽
玄
も
、
余
情
も
、
さ
び
も
、
し
お
り
も
、
細
み
も
こ
の
弦
線
の
微

妙
な
振
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
音
色
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
古
人
が

曲
輪
く
る
わ
の
内
よ
り
取
り
合
わ
せ
る
か
、
外
よ
り
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に

し
て
い
る
の
は
や
は
り
こ
こ
の
問
題
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
付
け
合
わ
せ
に
関
し
て
「
浅
き
よ
り
深
き
に
入
り
深
き
よ
り
浅
き
に
も

ど
る
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
や
は
り
同
じ
問
題
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
俳
諧
は
そ
の
物
そ
の
事
を
あ
ま
り
い

わ
ず
た
だ
傍
か
た
わ
らを
つ
ま
み
あ
げ
て
そ
の
響
き
を
も
っ
て
人
の
心
を
さ
そ
う
」
の

で
あ
る
。

　
こ
の
潜
在
意
識
に
よ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
方
法
は
連
俳
に
お
い
て
最
も
顕

著
に
有
効
に
駆
使
せ
ら
れ
る
。
連
句
付
け
合
わ
せ
の
付
け
心
は
薄
月
夜
に
梅
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の
に
お
え
る
ご
と
く
あ
る
べ
し
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
れ
を
さ
す
の
で
あ
る
。

に
お
い
、
響
き
、
移
り
、
お
も
か
げ
、
位
、
景
色
な
ど
と
い
う
の
も  

畢    

ひ
っ
き
ょ

竟  う
は
こ
の
潜
在
的
連
想
の
動
態
の
種
々
相
に
よ
る
分
類
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
「
無
心
の
も
の
を
有
心
に
し
な

し
て
造
化
に
魂
を
入
れ
る
事
」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
常
に
俳
諧
に
親
し
ん
で
そ
の
潜
在
意
識
的
連
想
の
活
動
に
慣
ら
さ
れ
た
も

の
か
ら
見
る
と
、
た
と
え
ば
定
家
て
い
か
や  

西    

行  

さ
い
ぎ
ょ
う

の
短
歌
の
多
数
の
も
の
に
よ

っ
て
刺
激
さ
れ
る
連
想
は
あ
ま
り
に
顕
在
的
で
あ
り
、
訴
え
方
が
あ
ら
わ
で

あ
り
過
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
を
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

斎 

藤 

茂 

吉 

さ
い
と
う
も
き
ち

氏
の
「  

赤    

光  

し
ゃ
っ
こ
う

」
の
歌
が
わ
れ
わ
れ
を
喜
ば
せ
た
の
は
そ
の

歌
の
潜
在
的
暗
示
に
富
む
た
め
で
あ
っ
た
。
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潜
在
的
で
あ
る
ゆ
え
に
ま
た
俳
諧
の  

無 

心 

所 

着 

的  

む
し
ん
し
ょ
じ
ゃ
く
て
き

な
取
り
合
わ
せ
方

は
夢
の
現
象
に
お
け
る
物
象
の
取
り
合
わ
せ
に
類
似
す
る
。
夢
の
推
移
は
顕

在
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
心
理
分
析
に
よ
っ
て
こ
れ
を
潜
在
意
識
の
言

葉
に
翻
訳
す
る
と
そ
れ
が
必
然
的
な
推
移
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
推
移
が

そ
の
夢
の
作
者
の
胸
裏
の
秘
密
の
あ
る
一
面
の
「
流
行
の
姿
」
を
物
語
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
虚
実
の
出
入
」
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
夢
に
は
色
彩
が
無
い
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
の

事
と
「
他
門
の
句
は
彩
色
の
ご
と
し
。
わ
が
門
の
句
は
墨
絵
の
ご
と
く
す
べ

し
。
お
り
に
ふ
れ
て
は
彩
色
の
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
心
他
門
に
か
わ
り
て

さ
び
し
お
り
を
第
一
と
す
」
と
い
う
の
と
対
照
し
て
み
る
と
無
限
の
興
趣
が

あ
る
。
夢
で
も
俳
諧
で
も
墨
絵
で
も
表
面
に
置
か
れ
た
も
の
は
暗
示
の
た
め
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の
象
徴
で
あ
っ
て
油
絵
の
写
生
像
と
は
別
物
な
の
で
あ
る
。
色
彩
は
余
分
の

刺
激
に
よ
っ
て
象
徴
と
し
て
の
暗
示
の
能
力
を
助
長
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
減

殺
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
　

　
そ
れ
は
と
に
か
く
材
料
の
選
択
と
取
り
合
わ
せ
だ
け
で
は
ま
だ
発
句
は
で

き
な
い
。
こ
れ
を
い
か
に
十
七
字
の
容
器
に
盛
り
合
わ
せ
る
か
が
次
の
問
題

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
芭
蕉
一
門
の
俳
句
は
実
に
行
く
と
こ
ろ
ま
で

い
っ
た
ん
行
き
着
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
材
料
は
割
合
に
平
凡
で
も

生
け
方
で
花
が
生
動
す
る
よ
う
に
少
し
の
言
葉
の
は
た
ら
き
で
句
は
俄
然
が
ぜ
ん
と

し
て
躍
動
す
る
。
た
と
え
ば
江
上
の  
杜    

鵑  
ほ
と
と
ぎ
す

と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
取
り
合

わ
せ
で
も
、
そ
の
句
を
は
た
ら
か
せ
る
た
め
に
芭
蕉
が
再
三
の 

推  

敲 

す
い
こ
う

洗
練

を
重
ね
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
有
名
な
句
で
も
こ
れ
を
「
白は
露く
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江ろえ
に
横
た
わ
り 

水  

光 

す
い
こ
う

天
に
接
す
」
と
い
う
シ
ナ
人
の
文
句
と
比
べ
る
と
俳

諧
と
い
う
も
の
の 

要  

訣 

よ
う
け
つ

が  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

に
指
摘
さ
れ
る
。
芭
蕉
は
白
露
と
水

光
と
の  
饒    

舌  
じ
ょ
う
ぜ
つ

を
惜
し
げ
な
く
切
り
取
っ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
姿
の
見
え

ぬ  

時    
鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

の
声
を
置
き
換
え
た
。
こ
れ
は
俳
諧
が
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
芸
術

で
あ
り
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
手
近
な
一
例
に
過

ぎ
な
い
。

　
俳
諧
は 

截  

断 

せ
つ
だ
ん

の
芸
術
で
あ
る
こ
と
は
生
花
の
芸
術
と
同
様
で
あ
る
。
ま

た 

岡  

倉 

お
か
く
ら

氏
が
「
茶
の
本
」
の
中
に
「
茶
道
は
美
を
見
い
だ
さ
ん
が
た
め
に

美
を
隠
す
術
で
あ
り
、
現
わ
す
事
を
は
ば
か
る
よ
う
な
も
の
を
ほ
の
め
か
す

術
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
同
じ
こ
と
で
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

は
前
記
の
風
雅

の
道
に
立
っ
た
暗
示
芸
術
の
一
つ
の
相
で
あ
る
。
「
言
い
お
お
せ
て
何
か
あ
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る
」
「
五
六
分
の
句
は
い
つ
ま
で
も
聞
き
あ
か
ず
」
「
七
八
分
ぐ
ら
い
に
言

い
詰
め
て
は
け
や
け
し
」
「
句
に
の
こ
す
が
ゆ
え
に
面
影
に
立
つ
」
等
い
ず

れ
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

截  

断 

せ
つ
だ
ん

節
約
は
詩
形
の
短
い
と
い
う
根
本

的
な
規
約
か
ら
生
ず
る
結﹅
果﹅
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
詩
形
の
短
さ
を
要
す

る
原﹅
因﹅
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
二
つ
の
も
の
を
句
上
に
排
列
す
る
前
後
に
よ
っ
て
句
は
別
物
に
な
る
。

こ
れ
は
初
心
の
句
作
者
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
て
に
は
た
だ
一
字
の
差
で

連
歌
と
俳
諧
の
差
別
を
生
じ
、
不
易
だ
け
の
句
に
流
行
の
姿
を
生
ず
る
。
こ

れ
ら
は
例
証
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
て
に
は
は
日
本
語
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
「
わ
が
国
は
て
に
は
第
一
の

国
」
で
あ
る
。
西
洋
の
言
語
学
者
ら
は
だ
れ
も
こ
の
お
そ
る
べ
き
利
器
の
威
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力
を
知
ら
な
い
。
短
歌
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
俳
句
に
お
い
て
こ
の
利
器
は

い
っ
そ
う
そ
の
巧
妙
な
機
能
を
発
揮
す
る
。
て
に
は
は
器
械
の
ギ
ア
ー
で
あ

り
ベ
ア
リ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
れ
あ
っ
て
は
じ
め
て
運
転
が
可
能
に
な
る
。
表

面
上
て
に
は
な
し
の
句
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
例
外
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も

影
に
か
く
れ
た
て
に
は
を
も
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
て
に
は
に
連
関
し
て
考
う
べ
き
こ
と
は
切
れ
字
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は

連
歌
時
代
か
ら
す
で
に
発
句
が
そ
れ
自
身
に
完
結
し
閉
鎖
し
た
形
式
を
備
え

る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
結
果
起
こ
っ
た
要
求
に
応
ず
る
た
め
の
規
定
で

あ
る
。
閉
鎖
し
て
さ
え
い
れ
ば
四
十
八
字
皆
切
れ
字
で
あ
り
、
閉
鎖
し
て
い

な
け
れ
ば
「
や
」
で
も
「
か
な
」
で
も
切
れ
字
で
は
な
い
。
閉
鎖
す
る
と
は

何
を
意
味
す
る
か
。
こ
れ
は
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
る
と
、
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二
つ
の
対
象
が
対
立
し
て
、
そ
れ
が
総
合
的
に
一
つ
の
全
体
を
完
了
す
る
、

い
わ
ば
弁
証
法
的
と
で
も
言
わ
れ
る
形
式
を
備
え
る
の
が
「
切
れ
る
」
の
意

味
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
少
な
く
も
こ
れ
が
自
分
の
現
在
の
作
業
仮
説

で
あ
る
。
「
や
」
は
そ
の
上
に
あ
る
も
の
と
下
に
来
る
も
の
と
を
対
立
さ
せ

る
た
め
の
障
壁
で
あ
る
。
句
を
読
む
も
の
が
舌
頭
に
千
転
す
る
間
に
こ
の
障

壁
が
消
え
て
二
つ
の
も
の
が
一
つ
に
な
り
い
わ
ゆ
る
陪
音
が
鳴
り
響
く
。

「
か
な
」
は
詠
嘆
の
意
を
含
む
終
止
符
で
あ
る
か
ら
普
通
の
意
味
で
も
切
れ

る
切
れ
字
に
は
相
違
な
い
が
、
ま
た
一
方
で
は
、
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
初

五
字
を
呼
び
出
す
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
終
わ
り
の
五
字
と

最
初
の
五
ま
た
は
五
七
と
を
対
立
さ
せ
る
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
従
っ
て

「
や
」
と
同
等
で
あ
る
。
実
際
「
や
」
と
「
か
な
」
と
は
本
来
の
意
味
に
お
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い
て
も
た
い
し
た
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
業
仮
説
に
従
え
ば
「 

唐  

崎 

か
ら
さ
き

の
松
は
花
よ
り
お
ぼ
ろ
に
て
」
も
、

松
と
花
と
の
対
立
融
合
に
よ
っ
て
立
派
に
完
結
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
上
に

「
か
な
」
留
め
に
し
て
は
言
い
お
お
せ
言
い
過
ぎ
に
な
っ
て
な
ん
の
余
情
も

な
く
な
り
高
圧
的
命
令
的
独
断
的
な
命
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
に
て
」

は
こ
の
場
合
総
合
の
過
程
を
読
者
に
譲
る
こ
と
に
よ
っ
て
俳
諧
の 

要  

訣 

よ
う
け
つ

を

悉つく
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
発
句
は
完
結
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
連
俳
の
平
句
は
完
結
し
な
い
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
前
句
と
付
け
句
と
合
わ
せ
て
は
じ
め
て

一
つ
の
完
結
し
た
心
像
を
作
る
こ
と
が
付
け
句
の
妙
味
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
連
句
は
言
わ
ば
潜
在
意
識
的
象
徴
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
詩
の
連
鎖
で
あ
っ
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て
、
ポ
オ
や
仏
国
象
徴
派
詩
人
の
考
え
を
い
っ
そ
う
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
も

見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
ま
た
一
方
で
は
夢
の
世
界
を
描
い
た
よ
う
な
い

わ
ゆ
る
絶
対
映
画
「
ア
ン
ダ
ル
ー
シ
ア
の
犬
」
の
ご
と
き
も
の
と
も
類
似
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
連
句
は
音
を
も
っ
て
す
る
代
わ
り
に
象
徴
を
も
っ
て

編
ま
れ
た
音
楽
で
あ
る
。
実
際
連
句
一
巻
の
形
式
は
ソ
ナ
タ
の
ご
と
き
音
楽

形
式
と
か
な
り
ま
で
類
似
し
た
諸
点
を
も
つ
の
で
あ
る
。
連
句
が
全
体
を
通

じ
て
物
語
的
な
筋
を
も
た
な
い
か
ら
連
句
は
低
級
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る

の
は
、
表
題
音
楽
が
高
級
で
、
ソ
ナ
タ
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
が
低
級
で
あ
る
と

い
う
の
と
同
様
で
あ
る
。
連
句
は
音
楽
よ
り
も
次
元
的
に
数
等
複
雑
な
音
楽

的
構
成
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
音
と
音
と
の
協
和
不
協
和
よ
り
も
前
句
と
付

け
句
と
の
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。
各
句
に
す
で
に
旋
律
が
あ
り
和
音
か
お
ん
が
あ
り
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二
句
の
そ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
る
心
像
相
互
間
の
対
位
法
的
関
係
が
あ
る
。

連
歌
に
始
ま
り
俳
諧
に
定
ま
っ
た
式
目
の
い
ろ
い
ろ
の
規
則
は
和
声
学
上
の

規
則
と
類
似
し
た
も
の
で
、
陪
音
の
調
和
問
題
か
ら
付
け
心
の
不
即
不
離
の

要
求
が
生
じ
、
楽
章
と
し
て
の
運
動
の
変
化
を
求
め
る
た
め
に
打
ち
越
し
が

顧
慮
さ
れ
去さ
り
嫌きら
い 
差  

合 
さ
し
あ
い

の
法
式
が
定
め
ら
れ
、
人
情
の
句
の
継
続
が
戒

め
ら
れ
る
。
放
逸
乱
雑
を
引
き
し
め
る
た
め
に
月
花
の
座
や
季
題
の
テ
ー
マ

が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
懐
紙
の
ペ
ー
ジ
に
よ
っ
て
序
破
急
の
構
成
が

お
の
ず
か
ら
定
ま
り
、
一
巻
が 
渾  
然 
こ
ん
ぜ
ん

と
し
た
一
楽
曲
を
形
成
す
る
の
で
あ

る
。

　
発
句
は
百
韻
五
十
韻
歌
仙
か
せ
ん
の
圧
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
句
の
展
開
さ

れ
た
も
の
が
三
つ
物
と
な
り  

表    

合  

お
も
て
あ
わ
せ
と
な
り
歌
仙
百
韻
と
な
る
の
で
あ
る
。
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発
句
の
主
題
は
言
葉
の
意
味
の
上
か
ら
は
物
語
的
に
は
発
展
さ
れ
な
い
が
、

連
想
活
動
の
勢
力
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
展
開
さ
れ
て
行
く
。
ま
た
発
句
か

ら
脇わき
と
第
三
句
に
至
る
ま
で
を
一
つ
の
運
動
の
主
題
と
見
る
こ
と
も
で
き
、

表
六
句
を
そ
う
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
三
句
に
百
韻
千
句
の
は
た

ら
き
が
あ
り
、
表
の
内
に
一
巻
の
姿
を
こ
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
連
俳
の
特
色
は
そ
れ
が
多
数
の
作
者
の
共
同
制
作
と
な
り
う
る
こ
と
で
あ

る
。
漢
詩
の
連
句
も
そ
う
で
あ
る
が
こ
れ
は
む
し
ろ
多
数
が
合
し
て
一
人
と

な
る
の
が
理
想
で
あ
る
ら
し
く
見
え
る
。
し
か
し
俳
諧
連
句
で
は
、
い
ろ
い

ろ
の
個
性
が
交
響
楽
を
織
り
出
す
と
こ
ろ
に
妙
味
が
あ
る
。
七
部
集
の
連
句

が
お
も
し
ろ
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
異
に
し
た
名
手
が
参
加
し
て
い
る

上
に
、
一
代
の
名
匠
が
指
揮
棒
を
ふ
る
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
蕪
村
ぶ
そ
ん
七
部
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集
が 

艶  

麗 

え
ん
れ
い

豪
華
な
よ
う
で
全
体
と
し
て
な
ん
と
な
く
単
調
で
さ
び
し
い
の

は
、
吹
奏
楽
器
の
音
色
の
変
化
に
乏
し
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉
の
名
匠

で
あ
っ
た
ゆ
え
ん
は
極
端
か
ら
極
端
ま
で
ち
が
っ
た
個
性
の
特
長
を
正
当
に

認
識
し
て
活
躍
さ
せ
た
点
に
あ
る
の
で
、
統
率
者
の
死
後
こ
れ
ら
が
四
散
し

け
ん
か
を
始
め
た
の
は
や
は
り
個
性
の
は
な
は
だ
し
い
相
違
か
ら
来
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
共
同
制
作
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
共
同
に
よ
っ
て
始
め
て
良
い
も
の

が
で
き
る
と
い
う
事
は
、
前
に
言
っ
た
「
発
句
は
読
者
を
共
同
作
者
と
す
る
」

と
い
う
事
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
俳
句
を

理
解
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
結
局
、
そ
の
句
の
脇わき
の
世
界
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
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共
同
作
者
ら
の
唱
和
応
答
の
間
に
、
消
極
的
に
は
謙
譲
礼
節
が
あ
り
、
積

極
的
に
は
相
互
扶
助
の
美
徳
が
現
わ
れ
な
い
と
、
一
句
一
句
の
興
味
は
あ
っ

て
も
一
巻
の
妙
趣
は
失
わ
れ
る
。
こ
の
事
を
考
慮
に
加
え
ず
し
て
連
俳
を
評

し
味
わ
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
真
正
面
か
ら
受
け
る
「
有
心
」
の
付
け

句
が
だ
い
じ
で
あ
れ
ば
軽
い
「
会
釈
」
や
「
に
げ
句
」
は
さ
ら
に
必
要
で
あ

る
。
前
者
は
初
心
に
で
き
て
も
、
後
者
は
老
巧
な
も
の
で
な
け
れ
ば
で
き
な

い
重
い
役
割
で
あ
ろ
う
。

　
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
見
た
連
俳
の
お
も
し
ろ
み
の
一
つ
は
一
巻
の
中
に
現

わ
れ
た
そ
の
時
代
世
相
の
反
映
で
あ
る
。
蕉
門
の
付
け
合
い
に
は
「
時
宜
」

と
い
う
こ
と
を
尊
ん
だ
ら
し
い
。
そ
の
当
時
の
環
境
に
自
然
な
流
行
の
姿
を

え
ら
ん
だ
句
の 

点  

綴 

て
ん
て
つ

さ
る
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
作
者
自
身
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の
境
界
に
な
い
句
を
戒
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
が

な
い
ま
で
も
、
連
句
は
時
代
の
空
気
を
呼
吸
す
る
種
々
な
作
者
の
種
々
な
世

界
の
複
合
体
で
あ
る
以
上
、
そ
の
作
物
の
上
に
は
個
人
の
作
品
よ
り
も
ず
っ

と
濃
厚
な
時
代
の
影
の
映
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
か

ら
言
っ
て
現
代
の
俳
諧
に
元 

禄 

時 

代 

げ
ん
ろ
く
じ
だ
い

の
よ
う
な
句
ば
か
り
作
ろ
う
と
す
る

の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
連
句
の
変
化
を
豊
富
に
し
、
抑
揚
を
自
在
に
し
、
序
破
急
の
構
成
を
可
能

な
ら
し
む
る
た
め
に
神
祇
じ
ん
ぎ
釈
教
恋
無
常
が
適
当
に
配
布
さ
れ
る
。
そ
う
し
て

「
雑ぞう
の
句
」
が
季
題
の
句
と
同
等
も
し
く
は
以
上
に
活
躍
す
る
。
季
題
の
句

が
弦
楽
器
で
あ
れ
ば
、
雑
の
句
は
い
ろ
い
ろ
の
管
楽
器
な
い
し
打
楽
器
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
連
俳
を
交
響
楽
た
ら
し
む
る
の
は
実
に
雑
の
句
の
活
動
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に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
古
来
最
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の

は
恋
の
句
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
一
巻
を
な
さ
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
芭
蕉
の
俳
諧
に
現
わ
れ
た
恋
の
句
に
つ
い
て
は
小 

宮 

豊 

隆 

こ
み
や
と
よ
た
か

君
が
本
講
座

に
お
い
て
周
到
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
に
も
あ
る
よ
う
に
俳

諧
に
現
わ
れ
て
い
る
恋
は 

濃  

艶 

の
う
え
ん

痛
切
で
あ
っ
て
も
そ
の
底
に
あ
る
も
の
は

恋
の
あ
わ
れ
で
あ
り
、
さ
び
し
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
恋
の
風
雅
で
あ
り
、

風
雅
の
一
相
と
し
て
の
恋
愛
で
あ
り
性
欲
で
あ
る
。
恋
の
中
に
浸
り
な
が
ら

恋
を
静
観
し
う
る
心
の
余
裕
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
俳
諧
の
恋
の
句
を
作

る
事
は
で
き
な
い
。
実
際
芭
蕉
は
人
間  
禽    

獣  
き
ん
じ
ゅ
う

は
も
ち
ろ
ん
山
川
草
木
あ

ら
ゆ
る
存
在
に
熱
烈
な
恋
を
し
か
け
、
恋
を
し
か
け
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
芭

蕉
の
句
の
中
で
単
に
景
物
を
詠
じ
た
よ
う
な
句
で
あ
り
な
が
ら
非
常
に
な
ま
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な
ま
し
い
官
能
的
な
実
感
の
あ
る
句
が
あ
る
の
は
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
彼
の
万
象
に
対
す
る
感
情
が
恋
情
に
類
し
た
も
の
で
あ
っ
た
事

を
物
語
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
恋
の
本
情
を
認
識
し
て
恋

の
風
雅
を
味
わ
う
た
め
に
頭
を
丸
め
、
一
つ
家
の
遊
女
と
袂
た
も
とを
別
っ
た
。
こ

れ
と
比
較
す
る
と
た
と
え
ば
蕪
村
ぶ
そ
ん
は
自
然
に
対
す
る
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
も
っ

て
い
な
い
。
画
家
で
あ
っ
た
彼
の
目
に
は
万
象
が
恋
の
相
手
で
あ
る
よ
り
は

よ
り
多
く
絵
画
の
題
材
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
詩
の
資
料
の
よ
う
に
見

え
た
。
ま
た
一
茶
い
っ
さ
に
は 

森  

羅  
万  
象 

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

が
不
運
薄
幸
な
る
彼
の
同
情
者
慰  

い
し
ゃ

藉 

者 

し
ゃ

で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
小
宮
君
も
注
意
し
た
よ
う
に
恋
の
句
、
こ
と
に
下
品
げ
ぼ
ん
の
恋
の
句
に
一
面
滑こ

  

稽 

味 

っ
け
い
み

を
帯
び
て
い
る
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
前
後
を
通
じ
て
俳
諧
道
に
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見
ら
る
る
特
異
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
恋
を
静
観
し
客
観
す
る
時
に
自

然
に
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
滑
稽
で
あ
る
と
同
時
に
あ
わ
れ
で
あ
る
の
で

あ
る
。
連
俳
の
中
の
恋
の
句
に
は
ほ
と
ん
ど
川
柳
と
紙
一
重
の
区
別
も
認
め

難
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
川
柳
の
上
乗
な
る
も
の
に
は
、
や
は
り
あ
わ
れ
が

あ
り
風
雅
が
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
し
か
し
川
柳
の
下
等
な
も
の
に
な

る
と
、
表
面
上
は
機
微
な
客
観
的
真
実
の
認
識
と
描
写
が
あ
る
よ
う
で
も
、

句
の
背
後
か
ら
そ
れ
を  
剔    
出  

て
き
し
ゅ
つ

し
て
誇
張
し
見
せ
び
ら
か
す
作
者
の
主
観

が
濃
厚
に
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
る
の
を
い
か
ん
と
も
し
難
い
、
こ
れ
は
風

雅
の
誠
の
せ
め
方
が
足
り
な
い
で
途
中
で
止
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も

う
一
歩
突
き
つ
め
れ
ば
す
べ
て
の
滑
稽
は
あ
わ
れ
で
あ
り
、
さ
び
で
あ
り
、

し
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
俳
諧
と
い
う
言
葉
の
起
原
に
関
す
る
古
人
の
論
議
を

思
い
起
こ
す
。 

誹  

諧 

は
い
か
い

ま
た
俳
諧
は 

滑  

稽 

こ
っ
け
い  

諧    

謔  

か
い
ぎ
ゃ
く

の
意
味
だ
と
言
わ
れ

て
い
て
も
、
そ
の
滑
稽
が
何
物
で
あ
る
か
が
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
。
古

今
集
の 

誹 
諧 
哥 

は
い
か
い
か

が
何
ゆ
え
に
誹
諧
で
あ
る
か
、
誹
諧
の
連
歌
が
正
常
の
連

歌
と
ど
う
違
う
か
。
格
式
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

し
な
い
自
由
な
行
き
方
の
誹
諧
で
あ
る

の
か
、
機
知 

頓  

才 

と
ん
さ
い

を
弄ろう
す
る
の
が
滑
稽
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
有
心
無

心
の
無
心
が
そ
う
で
あ
る
の
か
、
な
か
な
か
容
易
に
は
捕
捉
し
難
い
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
も
し
大
胆
な
る
想
像
を
許
さ
る
れ
ば
、
古
い
に
し
えの
連
歌
俳
諧
に

遊
ん
だ
人
々
に
は
、
誹
諧
の
声
だ
け
は
聞
こ
え
て
い
て
も
そ
の
正
体
は
つ
か

め
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
誹
諧
は
栗くり
の
本もと
を
迷
い
出
て
談
林
の
林
を
さ
ま

よ
い
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
芭
蕉
も 
貞  

徳 
て
い
と
く

の
涎
よ
だ
れを
な
む
る
に
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あ
き
た
ら
ず
一
度
は
こ
の
林
に
分
け
入
っ
て
こ
の
な
ぞ
の
正
体
を
捜
し
て
歩

い
た
。
そ
う
し
て
枯
れ
枝
か
ら
古
池
へ
と
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
物
の
本
情
を

も
と
め
た
結
果
、
不
易
な
る
真
の
本
体
は
潜
在
的
な
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ

を
表
現
す
べ
き
唯
一
の
も
の
は
流
行
す
る
象
徴
に
よ
る
暗
示
の
芸
術
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
し
て
得
ら
れ
た
人
間
世

界
の
本
体
は
あ
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
滑
稽
で
あ
っ
た
。
こ
の
哀
れ
と
お
か

し
み
と
は
も
は
や
物
象
に
対
す
る
自
我
の
主
観
の
感
情
で
は
な
く
て
、
認
識

さ
れ
た
物
の
本
情
の
風
姿
で
あ
り 
容  

貌 
よ
う
ぼ
う

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
事
物
に
投

射
さ
れ
た
潜
在
的
国
民
思
想
の
影
像
で
あ
る
。
思
う
に
か
の
チ
ェ
ホ
フ
や
チ

ャ
プ
リ
ン
の
泣
き
笑
い
と
い
え
ど
も
こ
の
点
で
は
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
和
歌
の
優
美
幽
玄
も 

誹  
諧 

は
い
か
い

の 
滑  

稽 
こ
っ
け
い  

諧    

謔  

か
い
ぎ
ゃ
く

も
一
つ
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の
真
実
の
中
に
合
流
し
て
そ
こ
に
始
め
て
誹
諧
の
真
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
芭
蕉
が
い
か
に
し
て
こ
こ
に
到
着
し
た
か
。
も
ち
ろ
ん 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

の
素
質
も

あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
ま
た
一
方
数
奇
の
体
験
に
よ
る
試
練
の
効
に
よ
る

こ
と
は
疑
い
も
な
い
事
で
あ
る
。
殿
上
に 

桐 

火 

桶 

き
り
び
お
け

を
撫ぶ
し
簾
す
だ
れを
隔
て
て
世

俗
に
対
し
た
の
で
は
俳
人
芭
蕉
は
大
成
さ
れ
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
連
歌

と
俳
諧
の 

分 

水 

嶺 

ぶ
ん
す
い
れ
い
に
立
っ
た
宗
祇
そ
う
ぎ
が
ま
た 

行  

脚 

あ
ん
ぎ
ゃ

の
人
で
あ
っ
た
こ
と
も

意
味
の
深
い
事
実
で
あ
る
。
芭
蕉
の
行
脚
の
掟
お
き
ては
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
人

生
行
路
の
掟
で
あ
る
。
僧  

心    

敬  

し
ん
ぎ
ょ
う

が
「
た
だ
数
奇
と
道
心
と
閑
人
と
の
三

の
み
大
切
の
好
士
な
る
べ
く
や
」
と
言
っ
た
と
い
う
が
、
芭
蕉
の
数
奇
を
き

わ
め
た
体
験
と
誠
を
せ
め
る
忠
実
な
求
道
心
と
物
に
す
が
ら
ず
し
て
取
り
入
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れ
る
余
裕
あ
る
自
由
の
心
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
三
つ
の
も
の
を
具
備
し
た
点

で
心
敬
の
理
想
を
如
実
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
情
を
究
め
物
情
に
徹

せ
ず
し
て
い
た
ず
ら
に
十
七
字
を
も
て
あ
そ
ん
で
も
芭
蕉
の
域
に
達
す
る
の

は
困
難
で
あ
ろ
う
。
発
句
は
ど
う
に
か
で
き
て
も
連
句
は
到
底
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
芭
蕉
が
「
誹
諧
は
万
葉
の
心
な
り
」
と
言
っ
た
と
い
う
、
真
偽
は
別
と
し

て
、
偽
ら
ざ
る
心
の
誠
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
数
奇
の
体
験
か
ら
自
然
に
生

ま
れ
た
詩
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
た

し
か
太
田
水
穂

お
お
た
み
ず
ほ
氏
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
万
葉
時
代
に
は
物
と
我
れ
と
が
分

化
し
対
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
分
化
が
起
こ
っ
た
後
に
来
る
必
然
の
結

果
は
、
他
人
の
目
で
物
を
見
る 

常  

套  

主  
義 

じ
ょ
う
と
う
し
ゅ
ぎ

の
弊
風
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
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の
現
象
と
し
て
は
古
典
の 

玩  

弄 

が
ん
ろ
う

、
言
語
の
遊
戯
が
あ
る
。
芭
蕉
は
も
う
一

ぺ
ん
万
葉
の
心
に
帰
っ
て
赤
裸
で
自
然
に
対
面
し
、
恋
を
し
か
け
た
。
そ
う

し
て
、
自
然
と
抱
合
し
自
然
に
没
入
し
た
後
に
、
再
び
自
然
を
離
れ
て
静
観

し
認
識
す
る
だ
け
の
心
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
。

　
芭
蕉
去
っ
て
後
の
俳
諧
は  

狭    

隘  

き
ょ
う
あ
い

な
個
性
の  

反  

撥  

力  

は
ん
ぱ
つ
り
ょ
く

に
よ
っ
て
四

散
し
た
。 

洒 

落 

風 

し
ゃ
れ
ふ
う

浮
世
風
な
ど
と
い
う
の
さ
え
で
き
た
。
天
明
蕪
村
ぶ
そ
ん
の
時

代
に
一
度
は
燃
え
上
が
っ
た
余
燼
よ
じ
ん
も
到
底 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

の
光
炎
に
比
す
べ
く
は
な

か
っ
た
。
芭
蕉
の 

完  

璧 

か
ん
ぺ
き

の
半
面
だ
け
が
光
っ
て
す
ぐ
消
え
た
。
天
保
よ
り

明
治
子
規
に
至
る
い
わ
ゆ
る
月
並
み
宗
匠
流
の
俳
諧
は
最
も
低
級
な
る
川
柳

よ
り
も
さ
ら
に  

常  

套  

的  

じ
ょ
う
と
う
て
き

で
あ
り
無
風
雅
で
あ
り
不
真
実
で
あ
り
、
俳
諧

の
生
命
と
す
る
潜
在
的
な
る
に
お
い
や
響
き
は
影
を
消
し
た
。
最
も
顕
在
的
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に
卑
近
な
モ
ラ
ー
ル
や
な
ぞ
な
ぞ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
打
破

す
る
に
は
明
治
の
子
規
一
門
の
写
生
主
義
に
よ
る
自
然
へ
の
復
帰
が
必
要
で

あ
っ
た
。
客
将
漱
石
は
西
洋
文
学
と
漢
詩
の
素
養
に
立
脚
し
て
新
し
き
レ
ト

リ
ッ
ク
の
天
地
を
俳
句
に
求
め
ん
と
し
た
。
子
規
は
手
段
に
熱
中
し
て
い
ま

だ
目
的
に
達
し
な
い
う
ち
に
早
世
し
た
。
そ
う
し
て
手
段
と
し
て
の
写
生
の

強
調
が
そ
の
ま
ま
に
目
的
で
あ
る
ご
と
く
思
わ
れ
て
、
だ
れ
も
芭
蕉
の
根
本

義
を
研
究
す
る
こ
と
す
ら
し
な
か
っ
た
。
ひ
と
り
漱
石
は
蕪
村
の
草
径
を
通

っ
て
晩
年
に
近
づ
く
に
従
っ
て
芭
蕉
の
大
道
に
入
っ
た
。
そ
の 

修 

善 

寺 

し
ゅ
ぜ
ん
じ

に

お
け
る
数
吟
の
ご
と
き
は
芭
蕉
の
不
易
の
精
神
に
現
代
の
流
行
の
姿
を
盛
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　

　
現
時
の
俳
壇
に
つ
い
て
は
多
く
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
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滔  

々 
と
う
と
う

と
し
て
天
下
を
お
ぼ
ら
す
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
波
間
に
遊
泳
す
る
こ

と
な
し
に
は
い
わ
ゆ
る
俳
壇
は
成
立
し
難
い
よ
う
に
見
え
る
。
一
派
の
将
は

同
時
に
一
つ
の
雑
誌
の
経
営
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
風
雅
の
誠
を
せ
め

る
閑
日
月
に
乏
し
い
の
は
誠
に
や
む
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
。
既
得
の
領
土

に
安
住
を
求
む
る
か
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
奇
を
弄ろう
す
る
か
に
迷
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
は
俳
諧
を
無
用
の
閑
文
字
と
考
え
る
風
が
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
る
。

俳
諧
は
日
本
文
学
の
最
も
堕
落
し
た
も
の
だ
と
生
徒
に
教
え
る
先
生
も
あ
っ

た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
誤
っ
た
考
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
俳
諧
風
雅

の
道
は
日
本
文
化
を
貫
ぬ
く
民
族
的
潜
在
意
識
発
露
の
一
相
で
あ
る
。
そ
の

精
神
は
閑
人
遊
民
の
遊
戯
の
間
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
段
あ
ら
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ゆ
る
職
業
の
実
際
的
積
極
的
な
活
動
の
間
に
も
一
つ
の
重
大
な
指
導
原
理
と

し
て
働
い
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
も
し
ろ
い
事
に
は
仏
人
ル

ネ
・
モ
ー
ブ
ラ
ン
（
〔R

ene' M
aublanc

〕
）
が
そ
の
著 

〔H
ai:kai:

〕 

に

お
い
て
仏
人
の
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
カ
イ
を  

集    

輯  

し
ゅ
う
し
ゅ
う
し
た
も
の
の
序
文
に
、
自

分
が
何
ゆ
え
に
こ
れ
を
企
て
た
か
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
言
葉
の
中
に
、

一
般
人
士
大
衆
の
間
に
こ
の
短
詩
形
を
広
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
趣
味
の
向
上

と
洗
練
を
促
し
す
ぐ
れ
た
詩
人
の
輩
出
を
刺
激
す
る
よ
う
な
雰
囲
気

ふ
ん
い
き

を
作
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は

お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
の
意
義
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
俳

諧
が
栄
え
る
か
栄
え
な
い
か
は
も
っ
と
重
大
の
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
俳

諧
の
滅
ぶ
る
日
が
来
れ
ば
そ
の
時
に
始
め
て
日
本
人
は
完
全
な
ヤ
ン
キ
ー
王
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国
の
住
民
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
俳
諧
の
理
解
あ
る
嘆
美
者
ク
ー
シ
ュ
ー
（Pa

ul-Louis C
ouchoud

）
は
ア
メ
リ
カ
文
化
と
日
本
文
化
の 

対 

蹠 

的 

た
い
せ
き
て
き
な
こ
と

を
指
摘
し
自
分
ら
フ
ラ
ン
ス
人
は
む
し
ろ
後
者
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
と

言
っ
て
い
る
。
ま
た
思
う
、
赤
露
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
は
一
滴
の
俳
諧
も
な

い
。
俳
諧
の
滅
び
る
ま
で
は
お
そ
ら
く
日
本
が
完
全
に
赤
化
す
る
日
は
来
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
あ
す
の
俳
諧
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
写
生
の
行
き
詰
ま
っ
た
あ
げ
く

に 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

に
帰
ろ
う
と
す
る
は
自
然
の
勢
い
で
あ
ろ
う
が
、
芭
蕉
の
根
本
精

神
に
ま
で
立
ち
も
ど
ら
な
け
れ
ば
新
し
き
展
開
は
望
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
は
万
葉
か
ら
元
禄
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
固
有
文
化
を
消
化
し
総
合
し
て
、

そ
う
し
て
蒸
留
さ
れ
た
国
民
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を 

森  

羅  

万  

象 

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

に
映
写
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し
た
映
像
の
中
に
「
物
の
本
情
」
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

上
に
元
禄
以
降
大
正
昭
和
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
所
得
を
充
分
に
吸
収
消

化
し
た
上
で
も
う
一
ぺ
ん
始
め
か
ら
出
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

神
儒
仏
老
荘
の
思
想
を
背
景
と
し
た
芭
蕉
の
業
績
を
、
そ
の
上
に
西
欧
文
化

の
強
き
影
響
を
受
け
た
現
代
日
本
人
が
そ
の
ま
ま
に
模
倣
す
る
の
は
無
意
義

で
あ
る
。
風
雅
の
道
も
進
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
き
の
う
の
我
れ
に

飽
き
る
人
」
の
取
る
べ
き
向
上
の
一
路
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し

き
風
雅
の
道
を
開
拓
し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
ダ
ン
ス
の
中
に
も
新
し
き
意
味
に
お

け
る
さ
び
し
お
り
を
見
い
だ
す
の
が
未
来
の
俳
人
の
使
命
で
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
と
思
う
。

　
現
代
の
い
わ
ゆ
る
俳
壇
に
は
事
実
上
た
だ
発
句
が
あ
る
ば
か
り
で
連
句
は

48俳諧の本質的概論



ほ
と
ん
ど
な
い
。
子
規
の  

一    

蹴  

い
っ
し
ゅ
う

に
よ
っ
て
こ
の
固
有
芸
術
は
影
を
消
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
的
に
見
て
も
連
俳
あ
っ
て
の
発
句
で

あ
る
。
修
業
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
連
俳
の
自
由
な
天
地
に
遊
ん
だ
後
に
そ

の
獲
物
を
発
句
に
凝
結
さ
せ
る
人
と
、
始
め
か
ら
十
七
字
の
繩
張
な
わ
ば
り
の
中
に

  

跼    

蹐  

き
ょ
く
せ
き

し
て
も
が
い
て
い
る
人
と
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
修
辞
上
の
幅
員

の
差
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
鑑
賞
す
る
ほ
う
の
側
か
ら
見
て
も
連
俳
の
妙
味
の

複
雑
さ
は
発
句
の
そ
れ
と 
次  
序 
オ
ー
ダ
ー

を
異
に
す
る
。
発
句
が
た
だ
一
枚
の
写
真

で
あ
れ
ば
連
俳
は
一
巻
の
映
画
で
あ
る
。
実
際
、
最
も
新
し
く
し
て
最
も
総

合
的
な
芸
術
と
し
て
の
映
画
芸
術
が
、
だ
ん
だ
ん
に
、
日
本
固
有
の
、
し
か

も
現
代
日
本
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
も
さ
れ
な
い
連
俳
芸
術
に
接
近
す
る
傾
向

を
示
す
の
は
興
味
の
深
い
現
象
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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つ
い
で
な
が
ら
四
十
八
字
の
組
み
合
わ
せ
は
有
限
で
あ
る
か
ら
俳
句
は
今

に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
数
の
大
き
さ
の 

次  

序 

オ
ー
ダ
ー

と
い
う
も
の
の
観
念
の
な
い
人
の
説
で
あ
る
。
俳
句
の
尽
き
る
前
に
お
そ
ら

く
日
本
語
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の

問
題
は
な
か
な
か
そ
う
簡
単
な
目
の
子
算
で
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
生
や
さ
し

い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
杞
人
き
ひ
と
の
憂うれ
い
と
は
ち
ょ
う
ど
こ
う
い
う
取
り

越
し
苦
労
を
さ
し
て
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
付
記
）
　
こ
の
わ
ず
か
な
紙
面
の
上
に
表
題
の
ご
と
き
重
大
な
問
題

　
　
を
取
り
扱
お
う
と
い
う
大
胆
な
所
業
は
お
そ
ら
く
自
分
の
ご
と
き
無
学

　
　
な
る
門
外
漢
の
好
事
者
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
あ
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ま
り
に
も
無
作
法
に
こ
の
特
権
を
濫
用
し
た
こ
の
蕪
雑
ぶ
ざ
つ
な
る
一
編
の
放

　
　
言
に
対
し
て
は
読
者
の
寛
容
を
祈
る
次
第
で
あ
る
。
は
じ
め
は
、
い
く

　
　
ら
か
系
統
的
な
叙
述
の
形
式
を
取
ろ
う
と
企
て
た
が
、
そ
れ
は
第
一
困

　
　
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
は
た
だ
の
目
録
の
よ
う
な
も
の
に

　
　
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
自
由
に
思
い
の
ま
ま
に
筆

　
　
を
走
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
従
っ
て
触
れ
る
べ
き
問
題
に
し
て
触
れ
得

　
　
な
か
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
日
雑
誌
「
渋

　
　
柿
」
の
紙
上
で
お
い
お
い
に
所
見
を
述
べ
て
批
評
を
仰
ぎ
た
い
と
思
っ

　
　
て
い
る
。

　
　
　
映
画
と
連
俳
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
岩
波
版
日
本
文
学
講
座
中
の
特

　
　
殊
項
目
「
映
画
芸
術
」
の
中
に
述
べ
て
あ
る
私
見
を
参
照
し
て
い
た
だ
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き
た
い
。
ま
た
連
俳
の
心
理
と
夢
の
心
理
の
比
較
や
、
連
俳
の
音
楽
と

　
　
の
比
較
や
、
月
花
の
定
座
の
意
義
等
に
関
す
る
著
者
の
私
見
は
雑
誌

　
　
「
渋
柿
」
の
昭
和
六
年
三
月
以
降
に
連
載
し
た
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
古
人
の
俳
書
か
ら
借
り
た
言
葉
を
一
々
「
　
　
」
に
す
る
の
は
あ
ま

　
　
り
に
わ
ず
ら
わ
し
い
か
ら
省
略
し
た
場
合
が
多
い
。

　
　
　
芭
蕉
の
人
と
俳
諧
に
関
し
て
は
小 

宮 

豊 

隆 

こ
み
や
と
よ
た
か

君
と
の
雑
談
の
間
に
教

　
　
わ
り
啓
発
さ
る
る
と
こ
ろ
が
は
な
は
だ
多
か
っ
た
。
無
意
識
の
間
に
同

　
　
君
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
ま
た
連
俳
に
関
し
て
は  

松 

根 
東 
洋 

城  

ま
つ
ね
と
う
よ
う
じ
ょ
う

君
と
付
け
合
わ
せ
の
練
習
の

　
　
間
に
教
え
ら
る
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
山
田
孝
雄

や
ま
だ
よ
し
お
氏
の
「
連れ

　
　 

歌 

及
連
歌
史  

ん
が
お
よ
び
れ
ん
が
し
」
（
岩
波
日
本
文
学
講
座
）
か
ら
は
始
め
て
連
歌
の
概
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念
を
授
け
ら
れ
、
太
田
水
穂

お
お
た
み
ず
ほ
氏
の
「
芭
蕉
俳
諧
の
根
本
問
題
」
か
ら
は

　
　
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
幸
田
露
伴

こ
う
だ
ろ
は
ん
氏
の
七
部
集
諸
抄
や
、
阿あ
部べ
小
宮
そ

　
　
の
他
諸
学
者
共
著
の
芭
蕉
俳
諧
研
究
の
シ
リ
ー
ズ
も
有
益
で
あ
っ
た
。

　
　
　
外
国
人
の
も
の
で
は
下
記
の
も
の
を
参
照
し
た
。

　
　
　
　
〔B

. H
. C

ham
berlain : "B

asho_ and the Japanese Epigram
." T

　
　
　
　
　rans. A

siatic Soc. Jap. R
eprint V

ol.1 (1925), 91.

〕

　
　
　
　
〔Paul-Louis C

ouchoud : Sages et poe`tes d'A
sie. C

alm
ann-L

　
　
　
　
　e'vy.

〕

　
　
　
　
〔R

ene' M
aublanc : "Le H

ai:kai: franc,ais." Le Pam
pre, N

o. 1

　
　
　
　
　0/11 (1923).

〕

　
　
　
西
洋
人
に
は
結
局
俳
諧
は
わ
か
ら
な
い
。
ポ
ン
ド
と
池
と
の
実
用
的
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効
果
は
ほ
ぼ
同
じ
で
も
詩
的
象
徴
と
し
て
の
内
容
は
全
然
別
物
で
あ
る
。

　
　
「
秋
風
」
で
も
西
洋
で
秋
季
に
吹
く
風
と
は
気
象
学
的
に
も
ち
が
う
。

　
　
そ
の
上
に
「
て
に
は
」
と
い
う
も
の
は
翻
訳
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
外
人
の
俳
句
観
に
も
た
し
か
に
参
考
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
翻

　
　
訳
と
原
句
と
比
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
俳
句
と
い
う
も
の

　
　
の
本
質
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
昔
か
ら
の

　
　
俳
論
は
皆
俳
諧
の
中
に
い
て
内
側
か
ら
ば
か
り
俳
諧
を
見
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
近
ご
ろ
の
で
も
だ
い
た
い
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
外
側
か
ら
見
た

　
　
研
究
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で  

野
口
米
次
郎  
の
ぐ
ち
よ
ね
じ
ろ
う

氏
の
芭
蕉
観
に
も

　
　
有
益
な
暗
示
が
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
広
い
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
芸
道
の
世

　
　
界
を
背
景
と
し
た
俳
諧
の
研
究
も
将
来
望
ま
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
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西 

川 

一 

草 

亭  

に
し
か
わ
い
っ
そ
う
て
い

の
花
道
に
関
す
る
講
話
の
中
に
、
投
げ
入
れ
の
生
花

　
　
が
や
は
り 

元  

禄 

げ
ん
ろ
く

に
始
ま
っ
た
と
い
う
事
を
発
見
し
て
お
も
し
ろ
い
と

　
　
思
っ
た
。
生
花
は
も
ち
ろ
ん
茶
道
、
造
園
、
能
楽
、
画
道
、
書
道
等
に

　
　
関
す
る
雑
書
も
俳
諧
の
研
究
に
は
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
世ぜ

　
　
阿あ
弥み
の
「
花
伝
書
」
や
「
申 

楽 

談 

義 

さ
る
が
く
だ
ん
ぎ

」
な
ど
を
見
て
も
ず
い
ぶ
ん
お

　
　
も
し
ろ
い
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
発
見
さ
る
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
人
で

　
　
ゲ
ー
テ
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
研
究
も
お
も
し
ろ
い
が
、
し
か
し
、
ド

　
　
イ
ツ
人
が
ゲ
ー
テ
を
研
究
し
た
よ
う
に
、
芭
蕉
そ
の
他
の
哲
人
を
研
究

　
　
し
な
け
れ
ば
、
日
本
人
は
や
は
り
ド
イ
ツ
人
と
肩
を
並
べ
る
資
格
を
も

　
　
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
七
年
十
一
月
、
俳
句
講
座
）

55



56俳諧の本質的概論



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
寺
田
寅
彦
随
筆
集
　
第
三
巻
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1948
（
昭
和23

）
年5

月15

日
第1

刷
発
行

　
　
　1963

（
昭
和38

）
年4

月16

日
第20

刷
改
版
発
行

　
　
　1993

（
平
成5
）
年2

月5

日
第59

刷
発
行

入
力
：(

株)

モ
モ

校
正
：
か
と
う
か
お
り

2003

年3

月6

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

57



w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

58俳諧の本質的概論



俳諧の本質的概論
寺田寅彦

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


