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一
　
俳
句
の
成
立
と
必
然
性

　
五
七
五
の
定
型
と
、
季
題
お
よ
び
切
れ
字
の  

插    

入  

そ
う
に
ゅ
う

と
い
う
制
約
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
従
来
普
通
の
意
味
で
の
俳
句
あ
る
い
は
発
句
の
い
わ
ゆ
る

歴
史
的
の
起
原
沿
革
に
つ
い
て
は
、
た
ぶ
ん
そ
う
い
う
方
面
に
詳
し
い
専
門

家
が
別
項
で
述
べ
尽
く
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
か
ら
、
こ
こ
で
自
分
な
ど
が
素し

   

人 

ろ
う
と
く
さ
い
蛇
足
だ
そ
く
を
添
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
が
以
下

に
試
み
に
随
筆
的
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
自
己
流
の
俳
句
観
の
は
し
が
き

の
よ
う
な
意
味
で
、
や
は
り
自
己
流
の
俳
句
源
流
説
を
略
記
し
て
一
つ
に
は

初
心
読
者
の
参
考
に
供
し
、
ま
た
一
つ
に
は
先
輩
諸
家
の
批
評
を
仰
ぎ
た
い
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と
思
う
の
で
あ
る
。

　
俳
句
の
十
七
字
詩
形
を
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
く
と
「 

俳  

諧 

は
い
か
い

の
発

句
」
を
通
し
て
「
連
歌
の
発
句
」
に
達
し
、
そ
こ
で
明
白
な
一
つ
の
泉
の
源

頭
に
行
き
着
く
。
こ
れ
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
川
の
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
深
い
谷
間
の
岩
の
割
れ
目
に
源
泉

を
発
見
し
た
場
合
に
い
わ
ゆ
る
源
泉
の
探
究
は
そ
れ
で
終
了
し
た
と
し
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
泉
の
水
が
決
し
て
突
然
そ
こ
で
無
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
深
く
地
下
の
闇やみ
の
中
に
そ
の
出
所
を
追
究
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は

ま
た
俳
句
と
い
う
も
の
の
中
に
流
れ
て
い
る
俳
句
的
精
神
と
い
っ
た
よ
う
な

も
の
の
源
泉
を
、
そ
の
詩
型
の
底
に
も
ぐ
り
込
ん
で
追
究
し
て
行
く
と
、
そ
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の
水
脈
の
よ
う
な
も
の
は
意
外
に
広
く
遠
い
所
に
根
を
引
い
て
い
る
の
に
気

が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
万
葉
や
古
事
記
の
歌
で
も
源
氏
や  

枕  

草  

ま
く
ら
の
そ
う

子  し
の
よ
う
な
読
み
物
で
も
、
も
し
そ
の
つ
も
り
で
捜
せ
ば
そ
れ
ら
の
中
に

あ
る
俳
句
的
要
素
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
を
拾
い
出
す
こ
と
は

決
し
て
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
自
分
が
か
り
に
俳
句
的
要
素
と
か
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
る
も
の

は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
古
来
の
日
本
人
が
自
然
に
対
す
る
特
殊

な
見
方
と
態
度
を
さ
し
て
言
う
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
の
対
自
然
観
が
外
国
人
な
か
ん
ず
く
西
洋
人
な
ど
の
そ
れ
と
比
較

し
て
い
か
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
最
近
に
他

の
場
所
で
や
や
詳
し
く
述
べ
た
か
ら
こ
こ
で
は
詳
細
の
解
説
は
省
略
す
る
が
、
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そ
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
言
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
は
西
洋
人
の
よ
う
に
自
然
と
人
間
と
を
別
々
に
切
り
離
し
て
対
立

さ
せ
る
と
い
う
言
わ
ば
物
質
科
学
的
の
態
度
を
と
る
代
わ
り
に
、
人
間
と
自

然
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
そ
れ
を
一
つ
の
全
機
的
な
有
機
体
と
見
よ
う
と
す

る
傾
向
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
し
言
葉
を
変
え
て
言
っ

て
み
れ
ば
、
西
洋
人
は
自
然
と
い
う
も
の
を
道
具
か
品
物
か
の
よ
う
に
心
え

て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
自
然
を
自
分
に
親
し
い
兄
弟
か
あ
る
い
は

む
し
ろ
自
分
の
か
ら
だ
の
一
部
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ま

た
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
西
洋
人
は
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

従
来
の
日
本
人
は
自
然
に
同
化
し
、
順
応
し
よ
う
と
し
て
来
た
と
も
言
わ
れ

な
く
は
な
い
。
き
わ
め
て
卑
近
の
一
例
を
引
い
て
み
れ
ば
、
庭
園
の
作
り
方
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で
も
一
方
で
は
幾
何
学
的
の
設
計
図
に
よ
っ
て
草
木
花
卉

そ
う
も
く
か
き
を
配
列
す
る
の
に
、

他
方
で
は
天
然
の
山
水
の
姿
を
身
辺
に
招
致
し
よ
う
と
す
る
。

　
こ
の
自
然
観
の
相
違
が
一
方
で
は
科
学
を
発
達
さ
せ
、
他
方
で
は
俳
句
と

い
う
き
わ
め
て
特
異
な
詩
を
発
達
さ
せ
た
と
も
言
わ
れ
な
く
は
な
い
。
こ
れ

は
一
見
は
な
は
だ
し
く
奇
抜
な
対
比
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
自
分
が
以
下
に
述
べ
ん
と
す
る
諸
点
を
正
当
に
理
解
さ
れ
る
読
者
に
と

っ
て
は
こ
う
し
た
一
見
奇
怪
な
見
方
が
決
し
て
奇
怪
で
な
い
こ
と
を
了
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
人
の
こ
う
し
た
自
然
観
が
ど
う
し
て
成
立
し
た
か
と
い
う
起
原
と
理

由
に
つ
い
て
は
前
に
引
用
し
た
他
の
場
所
で
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
略
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
日
本
人
固
有
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の
自
然
観
の
特
異
性
が
い
か
な
る
形
で
俳
句
と
い
う
詩
形
の
中
に
現
わ
れ
て

来
る
か
を
説
明
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
従
来
俳
句
に
つ
い
て
客
観
と
主
観
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
の
句
は
純
客
観
の
句
で
あ
る
と
か
、
あ
の
句
は
主
観
の

句
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
批
判
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
便
宜
上
こ
う

い
う
言
葉
を
使
っ
て
俳
句
の
分
類
を
す
る
の
も
別
に
た
い
し
た
不
都
合
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
日
本
人
の
自
然
観
を
土

台
に
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
葉
は
か
な
り
無
意
味
な
も
の
に

な
っ
て
来
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
人
間
と
自
然
と
を
切
り
離
し
て
対
立
さ
せ

な
い
限
り
、
主
と
客
と
の
対
立
的
の
差
別
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

8俳句の精神



　
一
例
と
し
て
「
荒
海
や
佐さ
渡ど
に
横
と
う
天
の
川
」
と
い
う
句
を
と
っ
て
考

え
て
み
る
。
西
洋
人
流
の
科
学
的
な
態
度
か
ら
見
た
客
観
的
写
生
的
描
写
だ

と
思
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
実
に
つ
ま
ら
な
い
短
い
記
載
的
な
セ
ン
テ
ン
ス

で
あ
る
。
最
も
有
利
な
見
方
を
し
て
も
結
局
一
枚
の
水
彩
画
の
内
容
の
最
も

簡
単
な
る
説
明
書
き
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
の

に
こ
の
句
が
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
異
常
に
美
し
い
「
詩
」
で
あ
り
う
る

の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
句
の
表
面
に
は
あ
ら
わ

な
主
観
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
「
横
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
わ
ず
か
な

主
観
の
に
お
い
を
感
ず
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

句
に
よ
っ
て
限
り
無
き
情
緒
の
活
動
を
喚
起
さ
れ
る
の
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ
う

か
。
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わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
「
荒
海
」
は
単
に
航
海
学
教
科
書
に
お
け
る
ご
と

き
波
高
く
舟
行
に
危
険
な
る
海
面
で
は
な
い
。
四
面
に
海
を
め
ぐ
ら
す
大   

お
お
や

八  

州  
国 

し
ま
の
く
に

に
数
千
年
住
み
着
い
た
民
族
の
遠
い
祖
先
か
ら
の
数
限
り
も
な

い
海
の
幸
い
と
海
の
禍
わ
ざ
わい
と
の
記
憶
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
無
始
無
終
の
絵
巻
物

で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
荒
海
は
一
面
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
展

開
す
る
客
観
の
荒
海
で
も
あ
る
と
同
時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
頭
脳
を
通
し
て

あ
ら
ゆ
る
過
去
の
日
本
人
の
心
に
ま
で
広
が
り
連
な
る
主
観
の
荒
海
で
も
あ

る
の
で
あ
る
。
「 

大  

海 

お
お
う
み

に
島
も
あ
ら
な
く
に 

海  

原 

う
な
ば
ら

の
た
ゆ
と
う
波
に
立

て
る
白
雲
」
と
い
う
万
葉
の
歌
に
現
わ
れ
た
「
大
海
」
の
水
は
ま
た
爾
来
じ
ら
い
千

年
の
歳
月
を
通
し
て
こ
の
芭
蕉
翁
の
「
荒
海
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
言

わ
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
西
洋
に
も
荒
海
と
ほ
ぼ
同
義
の
言
葉
は
あ
る
。
ま
た
そ
の
言
葉

が
多
数
の
西
洋
人
に
い
ろ
い
ろ
の
連
想
を
呼
び
出
す
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
連
想
は
お
そ
ら
く
多
く
は
現
実
的
功
利

的
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
夢
幻
的
空
想
的
で
あ
る
と
し
て
も
、

日
本
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
濃
厚
に
圧
縮
さ
れ
た
そ
う
し
て
全
国
民
に
共
通
で

固
有
な
民
族
的
記
憶
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
も
の
で
は
お
そ
ら
く
あ
り
得
な
い
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
佐さ
渡ど
」
で
も
「
天
の
川
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
俳
句
の
季
題

と
名
づ
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
そ
う
で
あ
る
。
「
春
雨
」
「
秋
風
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
決
し
て
単
な
る
気
象
学
上
の
術

語
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ 

莫  

大 

ば
く
だ
い

な
空
間
と
時
間
と
の
間
に
広
が
る
無
限
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の
事
象
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
人
間
の
肉
体
な
ら
び
に
精
神
の
活
動
の
種
々
相

を
極
度
に
圧
縮
し
、
煎せん
じ
詰
め
た
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
言

葉
を
耳
に
聞
き
目
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
圧
縮
さ
れ
た
内
容
を

一
度
に
呼
び
出
し
、
出
現
さ
せ
る 

呪  

文 

じ
ゅ
も
ん

の
役
目
を
つ
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
の
「
象
徴
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
不
思
議
な
魔
術
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
俳
句
と
い
う
十
七
字
詩

は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

あ
る
無
理
解
な
西
洋
人
の
言
っ
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
絵

の
題
目
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
魔
術
が
ど
う
し
て
可
能
に
な
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
だ
い
た
い
二
つ

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本

人
の
自
然
観
の
特
異
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
口
に
言
え
ば
自
然
の
風
物
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に
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
生
活
を
化
合
さ
せ  

吸    

着  

ア
ド
ソ
ー
ブ

さ
せ
て
自
然
と
人
間
と

の
化
合
物
な
い
し 

膠 

質 

物 

こ
う
し
つ
ぶ
つ
を
作
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
か

っ
た
ら
こ
の
魔
術
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
ま
だ
不

十
分
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
重
大
な
理
由
と
思
わ
れ
る
の
は
日
本
古
来
の
短

い
定
型
詩
の
存
在
と
そ
の
流
行
に
よ
っ
て
こ
の
上
述
の
魔
術
に
対
す
る
わ
れ

わ
れ
の
感
受
性
が
養
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が
、

長
い
修
業
に
よ
っ
て
「
象
徴
国
の
国
語
」
に
習
熟
し
て
来
た
せ
い
で
あ
る
。

　
ス
テ
フ
ァ
ン
・
マ
ラ
ル
メ
は
仏
国
の 

抒 

情 

詩 

じ
ょ
じ
ょ
う
し
を
お
ぼ
ら
す
「
雄
弁
」
を

排
斥
し
た
。
彼
は
散
文
で
は
現
わ
さ
れ
な
い
も
の
だ
け
を
詩
の
素
材
と
す
べ

き
だ
と
考
え
た
。
そ
う
し
て
「
ホ
ー
マ
ー
の
お
か
げ
で
詩
は
横
道
に
迷
い
込

ん
で
し
ま
っ
た
。
ホ
ー
マ
ー
以
前
の
オ
ル
フ
ィ
ズ
ム
こ
そ
正
し
い
詩
の
道
だ
」
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と
言
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
所
説
の
当
否
は
別
問
題
と
し
て
、
こ
の
人
の
言
う
意
味
で
の
正
し
い

詩
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
日
本
の
和
歌
や
俳
句
で
あ
ろ
う
。
雄
弁
な
饒じ

     

舌   

ょ
う
ぜ
つ

は
散
文
に
任
し
て
真
に
詩
ら
し
い
詩
を
求
め
た
い
と
い
う
、
そ
う
い

う
精
神
に
適
合
す
る
も
の
が
ま
さ
に
こ
う
し
た
短
詩
形
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意

味
で
ま
た
日
本
各
地
の
民
謡
な
ど
も
こ
の
い
わ
ゆ
る
オ
ル
フ
ィ
ズ
ム
の
圏
内

に
入
り
込
む
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
詩
形
が
短
い
、
言
葉
数
の
少
な
い
結
果
と
し
て
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
言
葉

の
感
覚
の
強
度
が
強
め
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
の
言
葉
の
内
容
が
特
殊
な
分
化

と
限
定
を
受
け
る
。
そ
の
分
化
さ
れ
限
定
さ
れ
た
内
容
が
詩
形
に
付
随
し
て

伝
統
化
し
固
定
す
る
傾
向
を
も
つ
の
は
自
然
の
勢
い
で
あ
る
。
さ
ら
ば
こ
そ
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万
葉
古
今
の
語ご
彙い
は
大
正
昭
和
の
今
日
そ
れ
を
短
歌
俳
句
に
用
い
て
も
そ
の

内
容
に
お
い
て
古
来
の
そ
れ
と
の
連
関
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
語
彙
が
民
族
的
遺
伝
と
し
て
の
連
想
に
点
火
す
る
能
力
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
こ
れ
ら
の
語
彙
の
意
義
内
容
は
一
方
で
は
進
化
し
発
展
し
つ

つ
時
代
に
適
応
す
る
だ
け
の
弾
性
を
も
っ
て
い
る
。
「
春
雨
」
は
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
街
に
煙
り
「
秋
風
」
は
飛
行
機
の
翼
を
払
う
だ
け
の
包
容
性
を
失
わ
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
和
歌
と
俳
句
は
純
粋
な
短
詩
の
精
神
を
徹
底
的
に

突
き
つ
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
で
和
歌
よ
り
も
俳
句
の
ほ
う
が
い

っ
そ
う
極
度
ま
で
突
き
つ
め
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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俳
句
に
お
け
る
季
題
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
も
同
じ
立
場
か
ら
お
の
ず
か

ら
明
白
で
あ
ろ
う
。
限
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
強
度
を
高
め
ら
れ
た
電
気
火

花
の
ご
と
き
効
果
を
も
っ
て
連
想
の
燃
料
に
点
火
す
る
役
目
を
つ
と
め
る
の

が
こ
れ
ら
の
季
題
と
称
す
る
若
干
の
語ご
彙い
で
あ
る
。

　
有
限
な
語
彙
の
限
定
は
形
式
の
限
定
と
同
様
往
々
俳
句
と
い
う
も
の
の
活

動
の
天
地
を
限
定
す
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
。
近
ご
ろ
い
ろ
い

ろ
の
無
定
形
無
季
題
短
詩
の
試
み
が
あ
る
の
は
多
く
は
こ
の
錯
覚
に
よ
る
の

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
人
間
と
化
合
し
た
有
機
的
の
「
春
雨
」

「
秋
風
」
は
そ
の
言
葉
の
外
形
は
不
変
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
人
間
社

会
と
と
も
に
進
化
の
歩
み
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
。
人
間
と
そ
の
社
会
が
新

し
く
な
れ
ば
、
い
っ
し
ょ
に
新
し
く
な
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
詩
形
に
つ
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い
て
も
同
様
の
事
が
言
わ
れ
る
。
人
体
の
解
剖
学
的
構
造
は
二
千
年
前
の
先

祖
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
も
人
間
の
思
想
は
決
し
て
同
じ
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
形
は
固
定
し
て
い
て
も
そ

れ
に
盛
ら
る
る
精
神
的
内
容
は
い
く
ら
で
も
進
化
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
十
七
字
の
パ
ー
ミ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
有
限
で
あ
る

か
ら
俳
句
の
数
に
限
り
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
た
ぶ
ん
数
学
と
い
う
も
の
を
習
い
そ
こ
ね
た
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

人
た
ち
の
唱
え
る
俗
説
で
あ
る
。
少
な
く
も
人
間
の
思
想
が
進
化
し
新
し
い

観
念
や
概
念
が
絶
え
ず
導
入
さ
れ
、
ま
た
人
間
の
知
恵
が
進
歩
し
て
新
し
い

事
物
が
絶
え
ず
供
給
さ
れ
て
い
る
間
は
新
し
い
俳
句
の
種
の
尽
き
る
心
配
は

決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。

17



　
話
が
少
し
横
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、

俳
句
が
最
短
の
詩
形
で
あ
る
が
た
め
に
、
そ
の
語ご
彙い
の
中
に
連
想
と
暗
示
の

極
度
な
圧
縮
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
ま
た
そ
う
い
う
圧
縮

が
可
能
と
な
る
た
め
の
基
礎
条
件
と
し
て
日
本
人
の
よ
う
な
特
異
な
自
然
観

が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
な
お
そ
の
上
に
環
境
条
件
と
し
て
古
来
の
短
詩
形
の

伝
習
に
よ
っ
て
圧
縮
が
完
成
さ
れ
、
そ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
語
彙
の
象
徴

的
効
力
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
化
限
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
具
備
し

て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
俳
句
と
い
う
世
界
に
類
の
な
い
詩
が
成
立
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
は
俳
句
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
そ
の
五
七
五
の
定
型
に

つ
い
て
も
そ
の
成
立
が
決
し
て
偶
然
で
な
い
こ
と
は
次
の
所
説
か
ら
理
解
さ

18俳句の精神



れ
よ
う
か
と
思
う
。

　
ジ
ュ
ー
ル
・
ロ
マ
ン
と
い
う
人
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
作
っ
た
い
わ
ゆ
る
ハ

イ
カ
イ
を
批
評
し
た
言
葉
の
中
に
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
の
苦
言
が
あ

る
。
「
俳
句
の
価
値
は
す
べ
て
の
固
定
形
の
詩
の
場
合
と
同
様
に
詩
形
の
固

定
し
て
い
る
こ
と
、
形
式
を
規
定
す
る
制
約
の
厳
重
な
こ
と
に
存
し
て
い
る
。

か
つ
て
仏
国
に
ソ
ン
ネ
ッ
ト
詩
形
を
取
り
入
れ
た
と
き
、
多
少
こ
の
詩
形
の

規
則
を
は
ず
れ
た
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
い
か
も
の
扱
い

に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
規
則
は
ず
れ
の
自
由
さ
は
ほ

ん
の
わ
ず
か
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
フ
ラ
ン
ス
の
ハ
イ
カ
イ

は
な
る
ほ
ど
三
つ
の
詩
句
で
で
き
て
い
る
と
い
う
だ
け
は
日
本
の
に
習
っ
て

い
る
が
、
一
句
の
長
さ
に
は
な
ん
の
制
限
も
な
い
し
、
三
句
の
終
わ
り
の
語ご
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呂ろ
の
関
係
に
も  

頓    

着  

と
ん
ち
ゃ
く

し
な
い
。
そ
れ
で
は
言
わ
ば
多
少
気
の
き
い
た
ノ

ー
ト
・
ド
・
カ
ル
ネ
ー
（
手
帳
の
覚
え
書
き
）
ぐ
ら
い
に
は
な
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
日
本
俳
句
の
力
強
さ
も
、
振
動
性
も
拡
張
性
も
な
い
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
外
国
人
の
所
説
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
実
際
短
い
詩
に
定
型
が
な
か
っ
た
ら
「
手
帳
の
覚
え
書
き
」
と
の
区
別
は

つ
き
に
く
い
。
し
か
し
「
古
池
に
蛙
か
わ
ずが
飛
び
込
ん
で
水
音
が
し
た
」
が
な
ぜ

散
文
で
、
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
が
な
ぜ
詩
で
あ
る
か
。
そ
れ
は

無
定
形
と
定
形
と
の
相
違
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
前
者
の
五
、
九
、
七
、
を
一

つ
の
異
な
る
定
型
と
し
て
は
な
ぜ
い
け
な
い
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は

日
本
に
お
け
る
五
七
調
の
成
立
と
、
そ
の
必
然
性
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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ど
う
し
て
日
本
に
五
、
七
あ
る
い
は
七
、
五
の
律
動
が
普
遍
化
し
た
か
と

い
う
こ
と
は
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
明
白
な
説
明
は
で
き

そ
う
も
な
い
。
私
見
に
よ
る
と
お
そ
ら
く
こ
れ
は
四
拍
子
の
音
楽
的
拍
節
に

語
句
を
配
し
つ
つ
語
句
と
語
句
と
の
間
に
適
当
な
休
止
を 

塩  

梅 

あ
ん
ば
い

す
る
際
に

自
然
に
で
き
あ
が
っ
た
口
調
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
説
す
る
こ
と
と
し
て
、

こ
こ
で
は
と
も
か
く
そ
う
し
て
で
き
た
五
七
ま
た
七
五
調
が
古
来
の
日
本
語

に
何
か
し
ら
特
に
適
応
す
る
よ
う
な
楽
律
的
性
質
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
た
と
え 

演  

繹 

え
ん
え
き

す
る
こ
と
は
困
難
で
も
、
眼
前
の
事
実
か
ら
帰
納
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
少
な
く
も
こ
の
場
限
り
の
目
的
に
は
充
分
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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古
事
記
な
ど
の
古
い
部
分
に
現
わ
れ
た
い
ろ
い
ろ
の
歌
で
は
ま
だ
七
五
の

形
は
決
定
し
て
い
な
い
で
、
い
ろ
い
ろ
の
字
数
の
句
が
錯
雑
し
て
い
る
。
そ

う
し
て
そ
の
錯
雑
し
た
中
に
七
五
あ
る
い
は
五
七
の
胚
芽
は
い
が
の
よ
う
な
も
の
が

至
る
と
こ
ろ
に
散
点
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
い
つ
と
は
な

し
に
自
然
淘
汰

し
ぜ
ん
と
う
た
の
ふ
る
い
に
で
も
か
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
異

分
子
が
取
り
除
か
れ
て
五
と
七
と
い
う
字
数
の
交
互
的
連
続
に
移
っ
て
行
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
現
象
は
決
し
て
権
勢
の
力
や
金
銭
の
力
で
招
致
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
進
化
論
的
の
意
味
で
の
自
然
淘
汰
、

適
者
生
存
の
理
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
七
五
、
ま
た
五

七
は
単
に
和
歌
の
形
式
の
骨
格
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
い
ろ
い
ろ
な
歌
謡
俗

曲
に
ま
で
浸
潤
し
て
行
っ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
詩
の
領
分
を
征
服
し
、
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そ
う
し
て
す
べ
て
の
他
の
可
能
な
る
も
の
を
駆
逐
し
、
排
除
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
大
き
な
「
事
実
」
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ

れ
だ
け
の
強
勢
な
伝
播
で
ん
ぱ
と
感
染
の
能
力
を
享
有
す
る
七
五
の
定
数
に
は
や
は

り
そ
う
な
る
だ
け
の
内
在
的
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
七
五
の
定
数
律
は
人
の
こ
し
ら
え
た
も
の
で
は
な
く
て
、
ひ
と

り
で
生
ま
れ
ひ
と
り
で
生
長
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
に
わ
か
に

人
為
的
に
こ
れ
を
破
壊
し
棄
却
し
よ
う
と
し
て
も
そ
う
急
速
に
は
意
の
ま
ま

に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
理
屈
で
は
な
く
て
事
実
な

の
で
あ
る
。

　
次
に
は
俳
句
が
七
五
七
で
な
く
て
五
七
五
で
あ
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
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と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。
和
歌
の
上
の
句
と
同
型
だ
か
ら
と
い
う
の
も
一
つ

の
説
明
に
は
な
る
が
、
そ
れ
と
は
独
立
に
も
五
七
五
の
ほ
う
が
短
詩
の
形
式

と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
理
由
も
な
く
は
な
い
。
初
五
が
短
い
た

め
に
そ
の
あ
と
で
ち
ょ
っ
と
し
た
休
止
の
気
味
が
あ
っ
て
内
省
と
玩
味
が
ん
み
の
余

裕
を
与
え
、
次
に
来
る
も
の
へ
の
予
想
を
発
酵
さ
せ
る
だ
け
の
猶
予
ゆ
う
よ
を
可
能

に
す
る
。
中
七
は
初
五
で
提
出
さ
れ
た
問
題
の
発
展
で
あ
り
解
答
で
あ
る
の

で
長
さ
を
要
求
す
る
。
最
後
の
五
は
結
尾
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
あ
と
に

企
韻
の
暗
示
を
与
え
、
ま
た
も
う
一
ぺ
ん
初
五
を
ふ
り
返
っ
て
も
う
一
ぺ
ん

詠よ
み
直
す
と
い
う
心
持
ち
を
誘
致
す
る
た
め
に
は
、
短
い
ほ
う
が
有
効
で
あ

る
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
多
少 
牽  

強  

付  

会 
け
ん
き
ょ
う
ふ
か
い

の
説
と
見
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
し
か
し
と
に
か
く
一
応
こ
う
い
う
説
も
立
て
得
ら
れ
る
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と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
「
切
れ
字
」
と
い
う
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
他
の
場
所
で

解
説
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
こ
に
は
略
す
る
が
、
こ
れ
も
要
す
る
に
決
し

て
偶
然
な
も
の
で
も
な
く
、
人
工
的
の
も
の
で
も
な
く
き
わ
め
て
自
然
で
必

要
な
短
詩
の
制
約
の
一
つ
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
私
は
俳
句
の
形
式
の
必
然
性
に
つ
い
て
か
な
り
く
ど
く
ど
し
く
述
べ

て
来
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
わ
け
は
私
の
考
え
で
は
俳
句
の
精
神
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
俳
句
の
こ
の
形
式
を
離
れ
て
は
存
立
し
難
い
も
の
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
精
神
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

章
を
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
　
俳
句
の
精
神
と
そ
の
修
得
の
反
応

　
こ
の
講
座
の
編
集
者
か
ら
私
は
「
俳
句
の
精
神
」
と
い
う
課
題
を
授
け
ら

れ
た
。
こ
の
精
神
と
は
何
を
意
味
す
る
か
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
ぶ

ん
「
わ
び
」
と
か
「
さ
び
し
お
り
」
と
か
「
風
流
」
と
か
い
う
こ
と
の
解
説

を
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
と
も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
題
目
に

つ
い
て
は
従
来
多
く
の
先
輩
の
各
方
面
か
ら
の
所
論
や
説
述
が
あ
り
、
私
自

身
に
も
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
繰
り
返
し
て
私
見
を
述
べ
て
来
た
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
に
ま
た
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
た
く
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
む
し
ろ
少
し
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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前
に
述
べ
た
よ
う
に
俳
句
と
い
う
も
の
の
成
立
の
基
礎
条
件
に
な
る
も
の

が
日
本
人
固
有
の
自
然
観
の
特
異
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
俳
句
の
精
神
と
い

う
の
も  
畢    

竟  
ひ
っ
き
ょ
う

は
こ
の
特
異
な
自
然
観
の
詩
的
表
現
以
外
の
何
物
で
も
あ

り
得
な
い
か
と
思
わ
れ
て
来
る
。

　
日
本
人
の
自
然
観
は
同
時
に
ま
た
日
本
人
の
人
世
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
「
春
雨
」
「
秋
風
」
は
日
本
人
に
は
直

ち
に
ま
た
人
生
の
一
断
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
一
方
で
不
易
で
あ
る
と

同
時
に
、
ま
た
一
方
で
は
流
行
の
諸
相
で
も
あ
る
。
「
実
」
で
あ
る
と
同
時

に
「
虚
」
で
あ
る
。
「
春
雨
や
蜂はち
の
巣
つ
と
う
屋
ね
の
漏
り
」
を
例
に
と
っ

て
み
よ
う
。
こ
れ
は
表
面
上
は
純
粋
な
客
観
的
事
象
の
記
述
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
少
な
く
も
俳
句
を
解
す
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
句
は
非
常
に
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肉
感
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
心
の
皮
膚
は
か
な
り
鋭
い
冷
湿
の
触
感
を
感

じ
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
鼻
は
か
び
や
煤すす
の
臭
気
に
む
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
官

能
の
刺
激
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
祖
先
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
わ
び
し
く
さ
び
し

い
生
活
の
民
族
的
記
憶
が
よ
び
さ
ま
さ
れ
て
来
る
。
同
時
に
ま
た
一
般
的
な

「
春
雨
」
の
ど
こ
か
は
な
や
か
に
明
る
く
ま
た
な
ま
め
か
し
い
雰
囲
気

ふ
ん
い
き

と
対

照
さ
れ
て
こ
の
雨
漏
り
の
わ
び
し
さ
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
。
一
方
で
は

ま
た
こ
の
「
蜂はち
の
巣
」
の
雨
に
ぬ
れ
そ
ぼ
ち
た
姿
が
は
っ
き
り
し
た
注
意
の

焦
点
を
な
し
て
全
句
の
感
じ
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
句
を
詠よ
ん
だ
芭
蕉
は

人
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
こ
の
蜂
の
巣
の
主
の
蜂
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
自
然
と
人
間
と
の
交
渉
を
通
じ
て
自
然
を
自
己
の
内
部
に
投
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射
し
、
ま
た
自
己
を
自
然
の
表
面
に
映
写
し
て
、
そ
う
し
て
さ
ら
に
ち
が
っ

た
一
段
高
い
自
己
の
目
で
そ
の
関
係
を
静
観
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
日
本
人
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
「 

花  

鳥  

諷  

詠 

か
ち
ょ
う
ふ
う
え
い

」
と
か
「
実
相
観

入
」
と
か
「
写
生
」
と
か
「
真
実
」
と
か
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
モ
ッ
ト

ー
も
皆
一
つ
の
こ
と
の
い
ろ
い
ろ
な
面
を
言
い
現
わ
す
言
葉
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
短
歌
も
や
は
り
日
本
人
の
短
詩
で
あ
る
以
上
そ
の
中
に
は
俳
句
に
お
け
る

ご
と
き
自
然
と
人
間
の
有
機
的
結
合
か
ら
生
じ
た
象
徴
的
な
諷
詠
の
要
素
を

多
分
に
含
ん
だ
も
の
も
は
な
は
だ
多
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
俳
句
と
比
較

す
る
と
、
和
歌
の
ほ
う
に
は
ど
う
し
て
も
象
徴
的
で
あ
る
よ
り
も
よ
り
多
く
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直
接
法
な
主
観
的
情
緒
の
表
現
が
鮮
明
に
濃
厚
に
露
出
し
て
い
る
も
の
が
多

い
こ
と
は
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
短
歌
の
中
の
主
観
の
主
は

す
な
わ
ち
作
者
自
身
で
あ
っ
て
、
作
者
は
そ
の
作
の
中
に
そ
の
全
人
格
を
没

入
し
た
観
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
俳
句
が
短
歌
と
ち
が
う
と
思

わ
れ
る
点
は
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
花
鳥
風
月
と
合
体
し
た
作
者
自
身
を

も
う
一
段
高
い
地
位
に
立
っ
た
第
二
の
自
分
が
客
観
し
認
識
し
て
い
る
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草
」
で
も
、
す
み

れ
と
人
と
が
互
い
に
ゆ
か
し
が
っ
て
い
る
の
を
傍
か
た
わ
らか
ら
も
う
一
人
の
自
分
が

静
か
に
な
が
め
て
い
る
よ
う
な
趣
が
自
分
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
短
歌
と
俳
句
と
の
精
神
と
い
う
か
あ
る
い
は
態
度
と
い
う
か
、
と
に
か
く

そ
の
内
容
に
対
す
る
作
者
自
己
の
関
係
の
両
者
に
お
け
る
相
違
を
し
い
て
求
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め
て
み
る
と
、
そ
の
相
違
が
主
と
し
て
上
記
の
点
に
係
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
別
の
起
こ
っ
た
一
つ
の
原
因
は
、
俳
句
の
詩
形

が
極
度
に
短
く
な
っ
た
た
め
に
、
も
し
直
接
な
主
観
を
盛
ろ
う
と
す
る
と
、

そ
の
た
め
に
象
徴
的
な
景
物
の
入
れ
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の

ほ
う
を
割
愛
し
て
象
徴
的
な
も
の
に
席
を
譲
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
作
者

の
人
間
は
象
徴
の
中
に
押
し
込
ま
れ
自
然
と
有
機
的
に
結
合
し
た
姿
で
表
現

さ
れ
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て 

諷 

詠 

者 

ふ
う
え
い
し
ゃ
と

し
て
の
作
者
は
、
む
し
ろ
読
者
と
同
水
準
に
立
っ
て
、
そ
の
象
徴
の
中
に
含

ま
れ
た
作
者
自
身
を
高
所
か
ら
な
が
め
る
よ
う
な
形
に
な
る
。

　
こ
の
事
と
連
関
し
て
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
る
。
私
の
知
っ
て
い

る
あ
る
歌
人
の
話
で
は
そ
の
知
人
の
歌
人
中
で
自
殺
し
た
人
の
数
が
か
な
り

31



大
き
な
百
分
率
を
示
し
て
い
る
。
俳
人
の
ほ
う
を
聞
い
て
み
る
と
自
殺
者
は

き
わ
め
て
ま
れ
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は  

僅    

少  

き
ん
し
ょ
う

な
材
料
に
つ
い
て

の
統
計
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
事
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

上
述
の
ご
と
き
和
歌
と
俳
句
と
の
自
己
に
対
す
る
関
係
の
相
違
を
考
え
合
わ

し
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
事
実
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る
悲
痛

な
境
遇
で
も
そ
れ
を
客
観
し
た
瞬
間
に
は
も
は
や
自
分
の
悲
し
み
で
は
な
い
。

　
歌
人
と
俳
人
と
で
は
あ
る
い
は
先
天
的
に
体
質
、
従
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て

支
配
さ
れ
る
精
神
的
素
質
が
ち
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
さ

え
起
こ
し
得
ら
れ
る
。
近
ご
ろ
流
行
の
言
葉
を
使
え
ば
、
体
内
各
種
の
ホ
ル

モ
ン
の
分
泌
の
バ
ラ
ン
ス
い
か
ん
が
俳
人
と
歌
人
と
を
決
定
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
も
す
る
。
こ
れ
は
し
か
る
べ
き
生
理
学
者
の
研
究
題
目
に
な
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り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
述
の
ご
と
き
俳
句
に
お
け
る
作
者
の
自
己

の
特
殊
な
立
場
は
必
然
の
結
果
と
し
て
俳
句
に
内
省
的
自
己
批
評
的
あ
る
い

は
哲
学
的
な
に
お
い
を
付
加
す
る
。
「
風
流
」
と
い
い
「
さ
び
」
と
い
う
の

も  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

は
自
己
を
反
省
し
批
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
得
ら

れ
る
「
心
の
自
由
」
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
達
し
得
ら
れ
る
境
地
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　
風
流
と
か
さ
び
と
か
い
う
言
葉
が
通
例
消
極
的
な 

遁 

世 

的 

と
ん
せ
い
て
き
な
意
味
に
の

み
解
釈
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
に
そ
う
な
る
べ
き
理

由
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
伝
来
以
後
今
日
ま
で
日
本
国
民
の
間
に
浸
潤

し
た
無
常
観
が
自
然
の
勢
い
で
俳
句
の
中
に
も
浸
透
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
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か
し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
決
し
て
俳

句
の
精
神
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
仏
教
的
な

無
常
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
積
極
的
な
「
風
流
」
、
能

動
的
な
「
さ
び
」
は
い
く
ら
で
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
常
劇
務
に

忙
殺
さ
れ
る
社
会
人
が
、
週
末
の
休
暇
に
す
べ
て
を
忘
却
し
て
高
山
に
登
る

心
の
自
由
は
風
流
で
あ
る
。
営
利
に
急
な
る
財
界
の
闘
士
が
、
早
朝
忘
我
の

一
時
間
を
菊
の
手
入
れ
に
費
や
す
は
一
種
の
「
さ
び
」
で
な
い
と
は
言
わ
れ

な
い
。
日
常
生
活
の
拘
束
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
心
を
自
由
の
境
地
に
解
放
し
て
、

そ
の
間
に
と
も
す
れ
ば
望
ま
し
き
内
省
の
余
裕
を
享
楽
す
る
の
が
風
流
で
あ

り
、
飽
く
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
欲
望
を
節
制
し
て
足
る
を
知
り
分
に
安
ん
ず
る

こ
と
を
教
え
る
自
己
批
判
が
さ
び
の
真
髄
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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俳
句
を
修
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
見
地
か
ら
考
え
る
と
、
退  

た
い
え

嬰 
的 
い
て
き

な
無
常
観
へ
の
逃
避
で
も
な
け
れ
ば
、
消
極
的
な
あ
き
ら
め
の
哲
学

の
演
習
で
も
な
く
、
ま
た
ひ
と
り
よ
が
り
の
自
慰
的
お
座
敷
芸
で
も
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
や
や
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
中
の
さ
も
し
い
小
我
の
た
め

に
失
わ
れ
ん
と
す
る
心
の
自
由
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
監
視
を
怠
ら
な
い
わ

れ
わ
れ
の
心
の
目
の
鋭
さ
を
訓
練
す
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。

　
俳
句
の
修
業
は
そ
の
過
程
と
し
て
ま
ず
自
然
に
対
す
る
観
察
力
の
練
磨
れ
ん
ま
を

要
求
す
る
。
俳
句
を
は
じ
め
る
ま
で
は
さ
っ
ぱ
り
気
づ
か
ず
に
い
た
自
然
界

の
美
し
さ
が
い
っ
た
ん
俳
句
に
入
門
す
る
と
ま
る
で
暗
や
み
か
ら
一
度
に
飛

び
出
し
て
で
も
来
た
か
の
よ
う
に
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
。
今
ま
で
ど
う
し
て
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こ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
か
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
修

業
の
第
一
課
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
の
美
し
さ
を
観
察
し
自
覚
し
た
だ
け
で

は
句
は
で
き
な
い
。
次
に
は
そ
の
眼
前
の
景
物
の
中
か
ら
そ
の
焦
点
と
な
り

象
徴
と
な
る
べ
き
も
の
を
選
択
し
抽
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は

も
は
や
外
側
に
向
け
た
目
だ
け
で
は
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。
自
己
と
外
界

と
の
有
機
的
関
係
を
内
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
に
な
る
。

　
句
の
表
現
法
は
、
言
葉
や
て
に
は
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
て
や
は
り
自
然

対
自
己
の
関
係
の
い
か
な
る
面
を
抽
出
す
る
か
と
い
う
選
択
法
に
係
わ
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
選
択
過
程
は
も
ち
ろ
ん
作
者
が
必
ず
し
も
意
識
し
て
遂
行
す

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
選
択
の
能
力
は
俳
句
の
修
業
に
よ
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っ
て
次
第
に
熟
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
種
不
思
議
な
批
判
と
認
識
の
能
力

で
あ
る
。
こ
う
い
う
能
力
の
獲
得
が
一
人
の
人
間
の
精
神
的
所
得
と
し
て
、

そ
う
安
直
な
無
価
値
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
言
っ
て
俳
句
で
苦
労
し
た
人
の
文
章
に
は
む
だ
が
少
な
い
と
い

う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
普
通
字
句
の
簡
潔
と
か
用
語
の
選

択
の
妥
当
性
に
よ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
よ

り
も
根
本
的
な
こ
と
は
、
書
く
事
の
内
容
の
取
捨
選
択
に
つ
い
て
積
ま
れ
た

修
業
の
効
果
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
俳
句
を
作
る
場
合
の
お

も
な
る
仕
事
は
不
用
な
も
の
を
き
り
捨
て
切
り
詰
め
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
俳
句
と
い
う
も
の
の
修
業
が
、
決
し

て
花
が
る
た
や
マ
ー
ジ
ャ
ン
の
ご
と
き
遊
戯
で
は
な
く
て
よ
り
重
大
な
精
神
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的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
わ
か
っ
て

来
る
。
そ
れ
と
同
時
に
作
句
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
そ
う
生
や
さ
し
い
仕
事

で
は
な
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
俳
句
の
修
業
は
ま
た
一
面
に
お
い
て
は
日
本
人
固
有
の
民
族
的
精
神
の
習

得
で
あ
る
。
本
編
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
俳
句
と
い
う
特
異
な
詩
形
の
内

容
と
形
式
の
中
に
日
本
民
族
の
過
去
の
精
神
生
活
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
コ
ン

デ
ン
ス
さ
れ
エ
キ
ス
ト
ラ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
外
国
人
に
俳
句
の
わ

か
ら
な
い
理
由
で
あ
る
と
同
時
に
日
本
だ
け
に
俳
句
が
存
在
し
ま
た
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
同
じ
理
由
か
ら
俳
句
を
研
究
す
る

こ
と
は
日
本
人
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、
俳
句
を
修
業
す
る
こ
と
は
日
本

人
ら
し
い
日
本
人
に
な
る
た
め
に
、
必
要
で
な
い
ま
で
も
最
も
有
効
な
教
程
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で
あ
り
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
誇
大
な
言
明
の
よ
う
で
あ
る
が
実
は
必

ず
し
も
過
言
で
な
い
こ
と
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
深
く
玩
味
が
ん
み
さ
れ
る
読
者
に

は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
い
う
意
味
で
自
分
は
、
俳
句
の
ほ
ろ
び
な
い
限
り
日
本
は
ほ
ろ
び
な

い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
付
言

　
以
上
は
自
分
の
自
己
流
の
俳
句
観
で
あ
る
。
現
代
俳
壇
の
乱
闘
場
裏
に
馳ち

駆く
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
闘
士
の
か
た
が
た
が
俳
句
の
精
神
を
い
か

な
る
も
の
と
考
え
て
い
ら
れ
る
か
は
自
分
の
知
ら
ん
と
欲
し
て
い
ま
だ
よ
く
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知
り
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
上
記
の
ご
と
き
は

俳
壇
の
諸
家
の 

一  

粲 

い
っ
さ
ん

を
博
す
る
に
も
足
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
全
然
畑
違
い
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
放
言
も
時
に
何
か
の
参
考
に
な
る
こ

と
も
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
た
だ
心
の
お
も
む
く
ま
ま
を
し
る
し
て
み
た
次

第
で
あ
る
。
多
忙
と
微
恙
び
よ
う
に
煩
わ
さ
れ
て
は
な
は
だ
ま
と
ま
り
の
悪
い
随
筆

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
年
十
月
、
俳
句
作
法
講
座
）
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こ
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フ
ァ
イ
ル
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の
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