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一

古
代
の
文
章
の
特
徴
と
云
ふ
と
、
誰
し
も
対
句
・
畳
句
・
枕
詞
・
譬
喩
な
ど

を
挙
げ
る
。
私
は
か
う
い
ふ
順
序
で
話
し
て
行
き
た
い
。

　
　
対
句
　
　
　
畳
句

　
　
←

　
　
譬
喩
　
↓
　
枕
詞
　
↑
　
序
歌

　
　
　
　
　
　
　
→

　
　
　
　
　
　
　
└
─
─
─
─
─
─
┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
│
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矚
目
発
想
　
　
待
想
独
白
　
　
象
徴

畳
句
は
不
整
頓
な
対
句
で
あ
つ
て
、
対
句
は
鮮
や
か
に
相
等
を
感
ぜ
さ
せ
る

畳
句
で
あ
る
。
其
起
り
は
神
憑ツ
き
の
狂
乱
時
の
言
語
に
あ
る
こ
と
は
、
他
に

言
う
た
。
気
分
に
於
て
、
ほ
ゞ
思
考
の
向
き
は
知
れ
て
居
て
も
、
発
想
す
る

ま
で
に
熟
せ
な
い
時
に
、
何
が
な
し
に
語
こ
と
ばを
つ
け
る
と
言
ふ
律
文
の
根
本
出

発
点
か
ら
し
て
、
此
句
法
を
用
ゐ
る
こ
と
が
や
は
り
便
利
に
感
ぜ
ら
れ
て
来

る
。
対
照
し
て
言
ふ
中
に
、
段
々
考
へ
の
中
核
に
入
り
込
ん
で
行
く
か
ら
で

あ
る
。
元
々
其
意
識
な
し
に
行
ひ
な
が
ら
、
自
然
あ
ち
ら
側
こ
ち
ら
側
と
言

ふ
風
に
、
言
ひ
か
へ
て
見
る
訣
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
同
義
語
を
盛
ん
に

用
ゐ
る
必
要
の
あ
る
処
か
ら
、
言
語
の
微
細
な
区
別
を
考
へ
る
こ
と
に
進
ん

で
来
た
。
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又
、
ど
う
す
れ
ば
あ
る
語
に
対
偶
が
出
来
る
か
と
言
ふ
簡
単
な
努
力
が
外
界

の
物
の
似
よ
り
と
け
ぢ
め
を
明
ら
か
に
考
へ
さ
せ
て
行
く
。

更
に
、
あ
る
思
想
を
幾
色
に
言
ひ
わ
け
る
事
が
出
来
る
か
な
ど
言
ふ
事
を
暗

に
練
習
さ
せ
て
来
た
。

併
し
古
代
に
は
、
此
等
の
努
力
が
意
識
せ
ら
れ
た
技
巧
で
な
く
、
無
意
識
に

口
か
ら
出
任
せ
に
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
其
は
、
狂
ひ
の
力
が
、
技
巧
を
超

越
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
段
に
な
つ
て
、
意
識
的
に
対
句
を
据
ゑ
る
こ
と

に
な
つ
て
も
、
後
世
の
人
の
様
に
苦
心
を
せ
な
い
。
似
よ
り
・
似
よ
ら
ず
に

係
ら
ず
、
見
た
目
・
言
ふ
語
で
、
対
象
に
立
て
ゝ
行
く
の
だ
か
ら
、
比
較
を

失
し
た
も
の
は
差
別
の
対
照
と
な
り
、
比
較
の
叶
う
た
も
の
は
同
等
の
比
較

と
な
る
。
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対
句
は
内
容
の
対
偶
を
出
発
点
と
し
て
、
段
々
形
式
一
遍
に
流
れ
て
、
無
理

に
も
対
立
形
式
を
整
へ
る
こ
と
に
な
る
。
畢
竟
狂
ひ
の
時
の
心
の
く﹅
ど﹅
く﹅
て

周
到
に
働
く
心
持
ち
が
、
繰
り
返
し
を
し
て
、
若
し
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
不
足

を
補
は
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
丹
比
野

タ
ヂ
ヒ
ヌ

に
　
寝
む
と
知
り
せ
ば
、 

堅  

薦 

タ
ツ
ゴ
モ

も
持
ち
て
来
ま
し
も
の
。
寝

　
　
む
と
知
り
せ
ば
（
履
中
記
）

此
な
ど
は
二
句
を
五
句
で
う
ち
返
す
形
の
中
の
殊
に
く﹅
ど﹅
い﹅
も
の
で
あ
る
。

声
楽
の
必
要
は
二
の
次
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
浅
小
竹
原

ア
サ
シ
ヌ
ハ
ラ
腰
な
づ
む
。
空
は
行
か
ず
。
足
よ
行
く
な
（
景
行
記
）

三
・
四
の
句
は
、
内
面
に
は
対
句
と
な
つ
て
ゐ
る
。
外
側
は
、
一
・
二
句
と

三
・
四
句
と
が
対
句
の
形
を
と
つ
て
居
る
。
か
う
し
た
二
つ
の
部
分
に
分
れ
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る
形
が
、
両
方
片
手
に
延
び
て
、
頭
勝
ち
尻
太
に
な
つ
て
、
不
整
頓
な
も
の

に
な
る
。
併
し
、
部
分
々
々
に
対
句
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
は
見
え
る
。

　
　
を
と
め
の
　
床
の
辺
に
、
わ
が
お
き
し
劔
の
大
刀
。
そ
の
大
刀
は
や

　
　
（
景
行
記
）

第
五
句
は
、
上
四
句
に
対
し
て
の
対
句
な
の
で
あ
る
。
対
句
が
意
識
せ
ら
れ

て
来
る
と
、
段
々
囃はや
し
詞
に
近
づ
く
。

　
　
尾
張
に
直タヾ
に
向
へ
る
、
尾ヲ
津ツ
の
崎
な
る
一
つ
松
、
あ
せ
を
。
ひ
と
つ
松

　
　
　
人
に
あ
り
せ
ば
、
大
刀
佩ハ
け
ま
し
を
。
衣キヌ
着
せ
ま
し
を
。
一
つ
松
、

　
　
あ
せ
を
（
景
行
記
）

此
形
が
、
深
く
頭
に
入
つ
て
、

　
　
や
す
み
し
ゝ
わ
が
大
君
の
、
朝
戸
に
は
い
よ
り
立
た
し
、
夕
戸
に
は
い
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よ
り
た
ゝ
す
　
脇
づ
き
が
下
の
板
に
も
が
。
あ
せ
を
（
雄
略
記
）

と
言
ふ
様
な
も
の
に
な
つ
て
、
対
句
と
し
て
の
意
味
な
く
、
単
な
る
囃
し
詞

に
な
つ
た
。
此
歌
な
ど
は
、
対
句
と
し
て
も
長
く
な
つ
て
来
た
も
の
で
、
朝

夕
の
違
ひ
だ
け
で
対
句
と
し
て
の
位
置
を
音
脚
に
占
め
る
の
で
、
畳
句
と
言

う
て
も
よ
い
の
だ
。

　
　
道
に
あ
ふ
や
、
尾
代
ヲ
シ
ロ
の
子
。
天
に
こ
そ
聞
え
ず
あ
ら
め
。
国
に
は
聞
え

　
　
て
な
（
雄
略
紀
）

前
の
は
一
句
で
対
句
を
作
つ
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
此
は
二
句
で
形
式
の
整

う
た
対
句
を
拵
へ
て
ゐ
る
。

　
　
も
ゝ
し
き
の
大
宮
人
は
、
鶉
と
り
領ヒ
巾レ
と
り
か
け
て
、
ま
な
ば
し
ら
を

　
　
ゆ
き
あ
へ
、
に
は
雀
う
ず
ゝ
ま
り
ゐ
て
、
今
日
も
か
も
さ
か
み
づ
く
ら
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し
。
高
光
る
日
の
宮
人
。
こ
と
の
か
た
り
ご
と
も
。
こ
を
ば
（
雄
略
記
）

　
　
こ
ゝ
に
な
る
と
、
内
容
の
対
句
は
形
式
の
対
句
に
な
つ
て
来
る
。
か
う
な
る

の
に
は
、
寿
詞
の
方
か
ら
出
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

祝
福
す
る
文
章
の
表
現
は
常
に
「
何
々
の
如
く
何
々
な
る
べ
し
」
と
言
ふ
風

の
詞
を
幾
つ
も
並
べ
て
、
対
象
を
「
ほ
」
に
あ
や
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
根

本
は
と
う
て
む
関
係
の
呪
術
か
ら
「
何
々
の
威
力
を
持
つ
て
何
々
を
守
ら
う
」

と
す
る
考
へ
な
の
で
あ
つ
た
。
其
を
、
象ホ
の
各
方
面
か
ら
解
釈
し
、
占
あ
つ

て
言
ふ
習
慣
に
結
び
つ
い
て
来
た
。
家
ほ
き
・
酒
ほ
き
の
元
は
、
人
命
の
祝
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福
の
「
ほ
」
を
家
・
酒
に
求
め
る
事
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
が
人
と
共
に
家

・
酒
を
祝
福
す
る
事
に
易かは
つ
て
了
ふ
。
家
な
り
酒
な
り
の
色
ん
な
状
態
で
以

て
、
ほ
く
こ
と
に
な
る
。
各
部
分
の
特
徴
を
人
命
の
長
久
堅
固
に
聯
想
し
て

理
由
づ
け
て
行
く
。
譬
喩
を
含
む
対
句
は
寿
詞
の
側
か
ら
出
て
発
達
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
古
代
の
歌
で
は
み
な
譬
喩
を
持
つ
た
も
の
は
、

や
は
り
対
句
と
し
て
複
譬
喩
で
出
来
て
ゐ
る
。

　
　
神
風
の
伊
勢
の
海
の
　
大
石
オ
ホ
シ
に
　
這
ひ
廻
モ
ト
ホろ
ふ
　 

細  

螺 

シ
タ
ヾ
ミ

の
　
い
這
ひ

　
　
も
と
ほ
り
、
伐
ち
て
し
や
ま
む
（
神
武
記
）

此
は
単
譬
喩
の
歌
で
あ
る
。

　
　
…
… 

群  

鳥 

ム
ラ
ト
リ

の
吾
が
群
れ
往
な
ば
、
ひ
け
鳥
の
わ
が
引
け
往
な
ば
、
泣

　
　
か
じ
と
は
汝ナ
は
言
ふ
と
も
、
や
ま
と
の
ひ
と  
本    

薄  
モ
ト
ス
ヽ
キ

、
う
な
か
ぶ
し
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汝
が
泣
か
さ
ま
く
、
朝
雨
の
さ
霧
に
立
た
む
ぞ
…
…
（
古
事
記
上
巻
）

神
代
の
歌
と
伝
へ
る
け
れ
ど
、
譬
喩
と
し
て
は
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
殊
に

後
の
二
つ
は
時
間
も
空
間
も
写
さ
れ
て
居
る
。
此
等
は
、
枕
詞
と
名
づ
け
ら

れ
て
居
る
が
、
か
う
し
た
譬
喩
ば
か
り
か
ら
枕
詞
が
出
来
た
と
は
極
め
ら
れ

な
い
。

枕
詞
か
ら
序
歌
が
出
来
た
と
考
へ
る
人
が
多
い
。
併
し
、
一
考
を
要
す
る
。

単
純
か
ら
複
雑
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
世
界
の
理
法
で
は
、
複
雑
が
単
純

化
せ
ら
れ
て
行
く
の
が
、
ほ
ん
と
う
で
あ
る
。
わ
り
に
自
由
な
、
か
な
り
の

長
さ
の
序
歌
か
ら
整
う
て
来
た
の
が
、
枕
詞
な
の
だ
。

　
　
…
…
さ
寝
む
と
は
　
わ
れ
は
思
へ
ど
、
汝
が
著ケ
せ
る
　
お
す
ひ
の
裾
に

　
　
　
つ
き
た
ち
に
け
り
（
古
事
記
中
巻
）
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こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
川
ゆ
　
流
れ
来
る
竹
の
　
い
く
み
竹
　
よ
竹
、
本

　
　
べ
を
ば
箏
に
造
り
、
末
べ
を
ば
笛
に
造
り
、
吹
き
鳴ナ
す
御
諸
ミ
モ
ロ
が
上
に
　

　
　
登
り
立
ち
わ
が
見
せ
ば
、
つ
ぬ
さ
は
ふ
磐
余
イ
ハ
レ
の
池
の
　
み
な
し
た
ふ
　

　
　
魚
も
　
上
に
出
て
歎
く
（
継
体
紀
）

　
　
や
す
み
し
ゝ
わ
が
大
君
の
、
帯
ば
せ
る
　
さ
ゝ
ら
の
み
帯
の
　
結
び
垂

　
　
れ
　
誰
や
し
人
も
　
上
に
出
て
嘆
く
（
同
）

大
部
分
が
事
柄
と
謡
と
の
二
部
に
分
れ
た
譬
喩
を
持
つ
た
短
い
本
文
に
続
く

為
に
使
は
れ
、
一
つ
づ
ゝ
の
気
分
を
捉
へ
る
ま
で
漫
然
と
語
を
行
つ
て
ゐ
る
。

其
が
あ
る
語
に
行
き
当
る
と
、
急
に
考
へ
が
纏
つ
て
了
ふ
。
結
果
か
ら
見
れ

ば
、
予
定
あ
つ
て
し
た
修
辞
法
に
見
え
る
が
、
元
々
出
任
せ
に
詞
を
聯つら
ね
て

行
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
中
に
は
紀
行
か
物
づ
く
し
の
や
う
な
物
が
出
来
て
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来
る
。
此
が
進
む
と
、
並
べ
て
行
く
無
意
味
な
詞
の
部
分
々
々
に
考
へ
を
結

び
つ
け
て
、
終
末
に
近
づ
い
て
か
ら
思
想
を
一
貫
さ
せ
る
と
言
ふ
風
に
な
る
。

日
本
の
道
行
き
ぶ
り
・
物
尽
し
の
起
原
は
、
抑
そ
も
そ
も此
処
に
発
し
て
居
る
。

的
確
な
考
へ
を
捉
へ
な
い
で
、
而
も
く
ど
い
物
狂
ひ
の
詞
が
、
内
容
乏
し
く
、

呆
け
た
眼
に
映
じ
、
心
に
動
く
事
物
の
介
添
へ
で
、
言
ひ
方
は
早
い
が
思
想

は
の
ろ
く
移
つ
て
行
く
。
象
徴
的
で
は
あ
つ
て
も
、
要
領
を
得
な
い
文
句
で

あ
る
。
神
話
の
口
頭
文
章
に
発
し
た
修
飾
法
が
、
さ
う
言
ふ
発
生
点
を
忘
れ

て
も
、
か
う
し
た
発
想
法
を
守
つ
て
居
た
の
は
、
や
は
り
考
へ
は
詞
を
述
べ

る
中
に
纏
つ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
三
題
噺
そ
の
他
の
話
術
家
の
心
持
ち
は
、

此
処
に
あ
る
の
で
あ
る
。

矚
目
の
事
は
、
外
景
を
叙
し
て
行
く
中
に
、
段
々
考
へ
の
焦
点
に
入
つ
て
来
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る
。
気
分
は
描
写
に
転
じ
て
来
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
一
本
の
木
の
下
枝
・
中

枝
・
末
枝
と
言
ふ
風
に
述
べ
て
行
く
。
ど
こ
を
船
で
通
り
、
次
に
は
ど
こ
の

村
が
見
え
、
其
ま
た
次
に
は
ど
こ
に
つ
き
、
其
先
の
ど
こ
へ
行
つ
た
と
い
ふ

風
に
叙
述
し
て
ゐ
る
中
に
、
描
写
性
が
語
か
ら
促
さ
れ
て
出
て
来
る
。

　
　
ま
す
ら
を
が
　
さ
つ
矢
た
ば
さ
み
　
立
ち
対
ひ
、
射
る 

的  

方 

マ
ト
カ
タ

は
、
見

　
　
る
に
さ
や
け
し
（
万
葉
巻
一
）

　
　
橘
を
守モ
り
部ベ
の
家
の
門
田
早
稲
　
刈
る
時
過
ぎ
ぬ
。
来
じ
と
す
ら
し
も

　
　
（
万
葉
巻
十
）

後
の
歌
な
ど
は
殊
に
、
約
束
の
秋
即
稲
刈
り
の
時
節
が
過
ぎ
た
の
に
、
と
言

ふ
風
に
見
え
る
が
、
実
は
「
時
」
を
起
す
だ
け
な
の
は
極
端
で
あ
る
。

　
　 

葛  

飾 

カ
ツ
シ
カ

の
真マ
間ヽ
の
て
こ
な
が
あ
り
し
か
ば
、
真
間
の
お
す
ひ
に
浪
も
と
ゞ
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ろ
に
（
万
葉
巻
十
四
）

此
な
ど
も
、
耽
美
派
の
真
淵
は
、
浪
さ
へ
処
女
を
讃
へ
に
来
た
と
言
ふ
風
に

誤
解
し
た
程
で
あ
る
が
、
唯
「
と
ゞ
ろ
に
」
を
起
す
為
の
譬
喩
序
歌
で
あ
る
。

か
う
し
た
方
法
が
段
々
簡
潔
に
な
り
、
譬
喩
と
し
て
の
効
果
を
確
実
に
持
つ

て
、
枕
詞
が
定
ま
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
譬
喩
で
も
、
内
容
側
よ
り
、
語
だ

け
の
譬
喩
が
先
だ
ち
、
譬
喩
よ
り
も
あ
る
語
・
あ
る
音
を
起
す
と
言
ふ
形
が

古
い
様
で
あ
る
。
枕
詞
の
成
立
に
は
色
々
あ
る
が
、
古
い
枕
詞
は
あ
る
音
を

起
す
為
の
も
の
で
あ
る
。
其
か
ら
あ
る
意
味
を
持
つ
た
も
の
と
し
て
の
語
に

係
る
様
に
な
つ
て
来
る
。
長
短
で
時
代
を
分
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
大

体
に
於
て
ま
づ
此
区
別
は
あ
る
。

古
い
も
の
ほ
ど
、
意
味
に
関
係
な
く
、
短
い
音
を
呼
び
起
す
こ
と
に
な
つ
て
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ゐ
る
。
即
、
序
歌
の
小
さ
く
な
つ
た
形
で
あ
る
。
前
の
万
葉
の
歌
な
ど
は
、

其
だ
。
其
も
、
固
定
し
た
枕
詞
が
出
来
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
年
代
を
経
て

居
る
の
で
、
今
の
合
理
観
に
は
這
入
つ
て
来
な
い
の
も
道
理
で
あ
る
。

枕
詞
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
元
は
違
ふ
筈
の
も
の
が
あ
る
。
地
名
を

重
ね
た
も
の
、
単
な
る
修
飾
句
、
皆
今
は
枕
詞
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
が
、

序
歌
と
聯
絡
の
あ
る
も
の
が
正
統
と
す
れ
ば
、
此
は
別
の
も
の
と
考
へ
た
方

が
よ
い
。
唯
其
中
、
混
同
せ
ら
れ
て
厳
重
な
意
味
の
枕
詞
に
な
つ
て
ゐ
る
の

も
あ
る
。
「
石イソ
上カミ
ふ
る
き
」
な
ど
言
ふ
の
は
、
地
理
を
表
す
習
慣
的
の
表
現

が
、
枕
詞
と
し
て
働
き
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
地
形
を
現
す
語
を
直
に
地

名
と
し
、
移
住
す
れ
ば
地
名
を
持
つ
て
行
く
と
言
つ
た
原
因
で
、
同
名
の
分

布
が
多
い
。
其
為
に
、
隣
国
・
隣
邑
の
名
を
連
ね
て
呼
ぶ
の
で
、
大
地
名
の
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下
に
小
地
名
を
並
べ
る
の
で
は
な
い
。
布フ
留ル
が
多
い
か
ら
、
石
上
の
傍
の
布

留
と
言
へ
ば
間
違
ひ
は
な
い
。
志
賀
と
言
う
て
も
、
筑
前
に
も
名
高
い
地
が

あ
る
か
ら
、
漣
サ
ヾ
ナ
ミと
地
名
を
連
呼
す
る
。
此
は
、
沖
縄
に
は
今
も
行
は
れ
て
ゐ

る
。
其
で
も
、
地
名
の
方
は
、
連
呼
法
の
記
憶
や
実
用
が
乏
し
く
残
つ
た
為

に
、
大
し
た
混
同
は
な
か
つ
た
。

枕
詞
の
使
用
久
し
く
て
、
其
を
う
け
る
語
と
の
結
合
が
密
接
に
な
り
き
つ
て

し
ま
ふ
と
、
枕
詞
が
実
質
の
内
容
を
持
つ
こ
と
は
、
万
葉
あ
た
り
に
も
見
え

る
。
た
ら
ち
ね
・
あ
を
に
よ
し
・
ひ
さ
か
た
な
ど
は
、
其
で
あ
る
。

枕
詞
は
、
同
音
異
義
を
区
別
す
る
為
に
出
来
た
と
言
ふ
説
を
な
り
た
ゝ
す
為

に
は
、
あ
ま
り
に
痕
跡
も
な
い
。
だ
か
ら
極
め
て
古
い
時
代
に
、
其
実
地
に

行
は
れ
た
期
間
を
考
へ
据
ゑ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
枕
詞
は
段
々
内
容
の
方
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に
進
ん
で
行
つ
て
、
ひ
さ
か
た
の
と
言
へ
ば
、
天
に
属
す
る
物
に
は
自
由
に

つ
く
や
う
に
な
り
、
ぬ
ば
た
ま
の
は
黒
色
の
聯
想
が
、
夜
に
及
ぶ
こ
と
に
な

つ
た
。

　
　
　
　
　
三

枕
詞
が
日
常
対
話
に
用
ゐ
ら
れ
た
こ
と
は
、
考
へ
ら
れ
な
い
。
託
宣
の
詞
に

限
つ
て
あ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
其
が
、
叙
事
詩
・
寿
詞
に
結
び
つ
い
て
伝
誦

せ
ら
れ
、
民
謡
・
創
作
詩
の
時
代
に
な
つ
て
も
、
修
辞
部
分
と
し
て
重
ん
ぜ

ら
れ
て
ゐ
た
。
創
作
詩
の
時
代
に
、
枕
詞
の
新
作
せ
ら
れ
た
の
も
あ
る
が
、

記
紀
な
ど
に
、
見
え
る
の
は
、
多
く
固
定
し
た
死
語
と
し
て
物
語
の
中
に
伝
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は
つ
た
も
の
で
あ
る
。

社
会
局
の
谷
口
政
秀
氏
は
、
枕
詞
は
沢
山
あ
る
物
語
の
心
お
ぼ
え
で
、
何
々

枕
詞
の
最
初
に
あ
る
物
語
と
言
ふ
風
に
し
て
居
た
の
だ
ら
う
と
言
は
れ
た
。

此
も
お
も
し
ろ
い
考
へ
で
は
あ
る
。
自
然
さ
う
し
た
為
事
も
出
て
来
た
に
し

て
も
、
起
り
は
其
で
は
、
説
明
が
出
来
な
い
様
で
あ
る
。

譬
喩
表
現
を
と
り
入
れ
て
か
ら
は
、
枕
詞
や
序
歌
は
、
非
常
に
変
化
し
て
了

う
た
が
、
元
は
単
純
な
尻
取
り
文
句
の
様
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其

が
内
容
と
関
聯
す
る
様
に
な
る
と
、
譬
喩
に
一
歩
踏
み
入
る
事
に
な
る
。
忽
た
ち
ま

ち
対
句
の
方
で
発
達
し
た
譬
喩
表
現
に
圧
倒
せ
ら
れ
て
、
姿
は
易
つ
て
了
う

た
が
、
で
も
、
玉
桙
・
玉
梓
マ
ヅ
サ
と
言
へ
ば
道
・
使
を
聯
想
し
た
の
は
、
譬
喩
に

ば
か
り
も
な
り
き
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。  
駆    

使  
ハ
セ
ツ
カ
ヒ

に
役
せ
ら
れ
た  

杖  

ハ
セ
ツ
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部  
カ
ヒ
ベ
の
民
の
持
つ
た
し
る
し
の
杖
を
、
棒ホコ
と
言
ひ
、
棒
の
木
地
か
ら
梓
と
言

う
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
も
の
は
、
段
々
な
く
な
つ
て
、
純
粋
譬
喩
に
傾

い
た
の
が
、
主
と
し
て
人
麻
呂
の
し
た
為
事
で
あ
つ
た
。
死
ん
だ
一
様
式
を

文
の
上
に
活
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
秋
葱キ
の 

甚  
重 

イ
ヤ
フ
タ

ご
も
り
　
愛ヲ
し
と
思
ふ
（
仁
賢
紀
）

　
　
山
川
に
鴛ヲ
鴦シ
二
つ
居
て
、
並タグ
ひ
よ
く
並タグ
へ
る
妹
を
。
誰
か
率ヰ
に
け
む

　
　
（
孝
徳
紀
）

此
等
は
単
に
譬
喩
で
あ
つ
て
、
古
い
意
味
の
枕
詞
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。

其
が
、
藤
原
・
奈
良
に
な
る
と
、
両
方
か
ら
歩
み
よ
つ
て
了
う
た
の
で
あ
る
。

枕
詞
と
言
ふ
語
は
、
後
世
の
も
の
で
あ
る
が
、
古
い
形
の
も
の
と
、
新
し
い

形
の
も
の
と
を
分
け
て
言
ふ
場
合
、
お
な
じ
く
枕
詞
と
言
ふ
名
で
扱
は
れ
て
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来
た
も
の
ゝ
間
に
も
、
区
ぎ
り
は
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
枕
詞
と
言
ふ
名
は
よ

く
な
い
。
唯
仮
り
に
用
ゐ
る
外
は
な
か
つ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
枕
詞
の
本
体

は
寧
、
道
行
き
ぶ
り
や
、
物
尽
し
の
方
へ
伝
は
つ
て
行
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ

た
。

日
本
の
律
文
に
は
、
古
く
か
ら
「
比
」
と
「
興
」
と
は
あ
る
点
ま
で
分
立
し

て
進
ん
で
居
た
の
で
あ
つ
た
。
序
歌
・
枕
詞
の
方
は
、
気
分
を
示
す
方
面
へ

進
ん
だ
。

　
　
み
つ
〳
〵
し
　
久
米
の
子
ら
が
　
粟
生
ア
ハ
フ
に
は
、
か
み
ら
一
本
。
其ソ
根ネ
が

　
　
も
と
、
其ソ
根ネ
芽メ
つ
な
ぎ
て
、
伐
ち
て
し
止
ま
む
（
神
武
記
）

譬
喩
の
様
だ
が
、
さ
う
で
は
な
い
。
そ
ね
め
つ
な
ぎ
て
と
続
く
の
で
な
く
、

其
根
芽
つ
な
が
つ
て
居
る
と
言
う
て
、
つ
な
ぐ
と
言
ふ
全
体
と
言
ふ
様
な
語
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に
転
向
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
笹
葉
に
う
つ
や
霰
の
　
た
し
／
″
＼
に
率ゐ
ね
て
む
後
は
、
人
議ハカ
ゆ
と
も

　
　
（
允
恭
記
）

「
た
し
／
″
＼
に
」
は
擬
声
か
ら
、
確
実
に
と
言
ふ
意
に
ふ
り
易
へ
た
の
だ
。

譬
喩
で
な
い
為
に
、
内
容
と
交
渉
が
な
い
。
そ
こ
に
意
義
を
求
め
よ
う
と
す

る
無
意
識
の
習
慣
が
、
気
分
を
受
け
と
る
こ
と
に
な
る
。
万
葉
に
な
る
と
、

末
に
は
こ
の
点
に
意
識
を
発
し
て
ゐ
る
様
だ
が
、
能
動
的
な
運
動
は
見
え
な

か
つ
た
。
古
今
に
な
る
と
、
枕
詞
・
序
歌
に
描
写
以
上
の
職
能
の
あ
る
事
を

認
め
出
し
て
、
既
に
濫
用
に
傾
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
最
多
く
比
と
興
と
を
混

用
し
た
様
な
姿
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
ふ
ゆ
ご
も
り
　
春
の
大
野
を
焼
く
人
は
、
や
き
足
ら
じ
か
も
、
わ
が
心
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焚
く
（
万
葉
集
巻
七
）

此
ほ
ど
ま
で
に
な
つ
た
譬
喩
歌
は
、
万
葉
に
発
達
し
て
、
後
に
は
一
部
門
を

せ
な
く
な
つ
た
。
万
葉
の
末
期
は
譬
喩
全
盛
で
、
枕
詞
や
序
歌
の
様
な
部
分

的
の
で
は
満
足
し
な
く
な
つ
た
。
寄
物
陳
思
・
譬
喩
歌
の
二
つ
の
部
類
が
出

来
た
が
、
比
・
興
と
言
ふ
程
の
区
別
も
な
い
。
稀
に
象
徴
的
な
効
果
を
持
つ

て
居
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
抵
単
な
る
譬
喩
歌
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
元
々
一
文
章
の
大
部
分
を
占
め
て
居
た
部
分
が
小
さ
く
約
つ
づ
まり
、

其
が
新
し
い
意
義
に
甦
つ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

序
歌
・
枕
詞
に
つ
け
て
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
縁
語
・
か
け
詞
で
あ
る
。

　
　
ち
は
や
び
と
　
宇
治
の
渡
り
に
、
渡
り
瀬
に
立
て
る
梓
弓
檀
弓
。
射イ
発キ

　
　
ら
む
と
心
は
思モ
へ
ど
、
射
捕
ら
む
と
心
は
思
へ
ど
　
本
べ
は
君
を
思
ひ
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出
　
末
べ
は
妹
を
思
ひ
出
、
い
ら
な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出
、
か
な
し
け

　
　
く
こ
ゝ
に
思
ひ
出
、
い
き
ら
ず
ぞ
来
る
。
梓
弓
檀
弓
（
応
神
記
）

弓
の
材
料
な
る
梓
と
檀
と
を
譬
喩
に
使
う
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
木
の
縁

か
ら
、
伐
る
・
採
る
と
い
ひ
、
本
べ
・
末
べ
と
聯
想
し
て
ゐ
る
。
既
に
縁
語

と
し
て
の
為
事
を
し
て
ゐ
る
訣
だ
。
序
歌
・
枕
詞
の
効
果
が
、
対
立
的
に
現

れ
る
時
は
、
縁
語
が
出
来
る
。

　
　
武
蔵
野
に
占ウラ
へ
、
象カタ
灼ヤ
き
、
ま
さ
で
に
も
告
ら
ぬ
君
が
名
、
表ウラ
に
出
に

　
　
け
り
（
万
葉
巻
十
四
）

ま
さ
は
卜
象
の
正
し
く
著
し
い
意
の
語
。
其
に
ま
さ
で
と
言
ふ
副
詞
と
を
か

け
、
う
ら
は
占
と
顔ウ
色ラ
と
を
か
け
た
姿
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ま
さ
・
う
ら
は
占

ひ
の
縁
語
で
あ
る
と
も
言
へ
よ
う
。
無
意
識
で
あ
ら
う
が
、
今
一
歩
進
め
ば
、
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意
識
に
上
る
の
で
あ
る
。
万
葉
に
も
、
既
に
あ
る
部
分
ま
で
は
、
縁
語
を
技

巧
視
せ
ぬ
ま
で
も
、
喜
ん
だ
傾
向
の
歌
は
見
え
る
様
に
思
ふ
。
段
々
進
む
と
、

別
様
の
道
を
通
つ
た
様
に
見
え
る
が
、
縁
語
・
か
け
詞
は
此
方
面
か
ら
ば
か

り
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
武
蔵
野
の
歌
は
「
…
…
象
灼
き
」
ま
で
序
歌
な
の

で
、
実
際
内
容
に
は
、
関
係
が
な
い
が
、
ど
う
か
す
れ
ば
、
武
蔵
野
占
法
に

占
う
て
も
現
れ
ぬ
君
の
名
が
、
ま
ざ
〳
〵
と
…
…
言
ふ
風
に
と
れ
る
。
か
う

言
ふ
内
容
に
対
す
る
考
へ
の
変
化
が
段
々
縁
語
・
か
け
詞
を
発
達
さ
せ
て
、

首
尾
交
錯
し
て
剖わか
つ
こ
と
の
出
来
な
い
の
を
特
徴
と
す
る
様
な
病
的
な
修
辞

法
が
出
来
て
来
た
の
で
あ
る
。
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