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該当する単語が特定できないのに、可能の意が読みとれる表現について─ 1 ─

は
じ
め
に

─
標
題
の
テ
ー
マ
を
意
識
し
た
日

　

昭
和
三
十
年
代
の
中
ご
ろ
か
ら
刊
行
が
続
い
て
い
た
明
治
書
院
の
講
座

も
の
『
講
座　

解
釈
と
文
法
』
の
存
在
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
精
読
の
機

会
を
得
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
引
用
さ
れ
た

用
例
な
ど
も
含
め
て
、
そ
の
論
旨
が
明
確
に
記
憶
さ
れ
た
一
編
は
、
そ
の

2
の
「
記
紀
歌
謡
・
万
葉
集
・

古
今
集
・
新
古
今
集

」
に
収
録
さ
れ
た
佐
伯
梅
友
「
古
今
集
の
解
釈
と
文

法
上
の
問
題
点（

1
（

」
で
、
殊
に
、
そ
の
四
の
「
結
果
的
表
現
」
が
印
象
強
く

該
当
す
る
単
語
が
特
定
で
き
な
い
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
表
現
に
つ
い
て

─
否
定
表
現
を
共
起
さ
せ
な
い
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
可
能
表
現
に
限
っ
て
─

中
村
幸
弘

受
け
と
め
ら
れ
た
。「
結
果
的
表
現
」
と
い
う
、
そ
の
命
名
に
つ
い
て
、「
適

当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、」
と
し
て
、「
言
葉
の
う
え
に
は
可
能
の

意
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
な
い
の
に
可
能
の
意
を
入
れ
て
意
味
を
と
る
と
わ

か
り
や
す
い
も
の
に
つ
い
て
、」考
え
よ
う
と
す
る
論
考
で
あ
っ
た
。た
だ
、

そ
の
多
く
は
、
打
消
表
現
と
重
な
る
用
例
で
、
そ
う
で
も
な
い
用
例
は
、

「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
」（
九
四
五
）
が
「
住
む
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
結

果
こ
う
し
て
住
ん
で
い
る
こ
と
」
に
な
る
用
例
と
、「
あ
り
ぬ
や
と
心
み

が
て
ら
あ
ひ
み
れ
ば
」（
一
〇
二
五
）
が
「
あ
り
え
て
、
そ
の
結
果
「
あ

り
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
用
例
と
の
、
二
用
例
が
引
か
れ
て
い
た
だ
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け
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
理
由
は
と
も
か
く
、「
住
み
ぬ
る
」
が
〈
住
む

こ
と
が
で
き
た
〉
意
と
な
る
こ
と
、「
あ
り
ぬ
や
」
が
〈
あ
わ
な
い
で
い

る
こ
と
が
で
き
る
か
〉の
意
と
な
る
こ
と
は
、何
と
も
不
思
議
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
の
「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
解
説
を
知
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
の

解
説
六
の
9 （

2
（

と
し
て
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。そ
こ
に
は
、「
心
あ
て
に
」

歌
（
二
七
七
）
の
「
折
ら
む
」
に
つ
い
て
も
、「
散
り
ぬ
れ
ば
」
歌
（
六
四
）

の
「
折
ら
ば
」
に
つ
い
て
も
、
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集（

（
（

』
の
「
い
ま
い
く
日か

あ

り
て
若
菜
つ
み
て
む
」（
一
八
）
の
「
て
む
」
に
限
定
し
て
の
頭
注
で
は

あ
る
が
、「
…
す
る
に
堪
え
よ
う
」（
可
能
性
の
推
量
）
と
い
う
解
説
を
見

て
、
そ
の
訳〈
若
菜
が
摘
め
る
の
か
し
ら
〉が
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
で
き
た
。

　

さ
ら
に
、
二
十
年
余
が
過
ぎ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和

歌
集（

（
（

』
の
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
」（
二
七
七
）
の
頭
注
で
、
片

桐
洋
一
が
、
そ
の
「
む
」
を
可
能
を
含
ん
だ
推
量
と
解
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た（

（
（

。
片
桐
説
は
、
論
考
な
ど
が
あ
る
の
か
、
施
注
な
ど
の
記
事
に
見

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
夙
に
あ
の
三
矢

重
松
『
高
等
日
本
文
法
』
が
、
そ
の
「
折
る
」
を
生
得
被
能
動
詞
と
し
て

注
目
し
て
い
た（

（
（

の
で
あ
る
。

　

助
動
詞
「
む
」
や
連
語
助
動
詞
「
て
む
」、
ま
た
助
動
詞
「
ぬ
」
な
ど
に
、

そ
の
意
味
と
し
て
可
能
を
挙
げ
て
い
る
文
法
書
が
な
い
か
と
心
掛
け
て
い

る
が
、
こ
れ
に
も
出
会
え
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
該
当
す
る
単
語
な
り

連
語
な
り
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
可
能
の
意
の
読
み
と
れ
る
表

現
に
つ
い
て
取
り
立
て
て
い
る
も
の
も
、
あ
の
佐
伯
論
考
以
外
、
見
当
た

ら
な
い
。

　

よ
う
や
く
に
し
て
、
こ
の
問
題
に
関
わ
る
記
事
を
見
た
の
は
、『
日
本

語
文
法
大
辞
典
』
で
、
認
識
の
遅
れ
を
補
お
う
と
し
て
い
て
で
あ
っ
た
。

「
可
能
」（
小
松
光
三
担
当
執
筆
）
が
立
項
さ
れ
て
い
て（

（
（

、「
蓋
然
性
で
は

な
く
可
能
性
を
表
す
こ
と
の
で
き
る
推
量
の
助
動
詞
も
あ
る
」
と
し
、「
蓋

然
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
区
別
す
る
推
量
の
助
動
詞
が
存
在
し
た
」
と

も
し
て
、「
べ
し
（
否
定
は
「
ま
じ
」）
と
「
む
（
否
定
は
「
じ
」）
と
を

区
別
し
て
い
た
。
一
般
に
「
べ
し
」
に
は
可
能
の
意
を
認
め
、「
べ
か
ら
ず
」

の
用
例
が
引
か
れ
る
が
、「
む
」
に
可
能
の
意
を
認
め
る
文
法
書
は
見
ら

れ
な
い
。
そ
う
い
う
取
り
扱
い
と
結
び
つ
け
る
な
ど
し
て
解
す
る
の
が
よ

い
記
事
だ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
く
れ
て
は
い

な
か
っ
た
。

　

こ
の
間
に
、
目
的
は
別
の
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
数
度
、『
古
今
和

歌
集
』
歌
を
通
読
し
て
い
て
、
こ
れ
も
そ
う
か
と
思
え
る
可
能
の
表
現
に

出
会
っ
て
い
る
。
た
だ
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
打
消
表
現
の
な
か
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の
可
能
表
現
が
圧
倒
的
に
多
い
。
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
用
い
た
「
花

よ
り
さ
き
と
知
ら
ぬ×

わ
が
身
を
」（
二
七
六
）
な
ど
だ
け
で
は
く
、「
と
ど

む
べ
き
8

8

も×

×

×

×

×

×

の
と
は
な
し
に
」（
一
三
二
）「
枕
さ
だ
め
む8

方
も
な
し

×

×

×

×

」

（
五
一
六
）
な
ど
も
見
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
否
定
表
現

と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
よ
う
な
不
可
能
表
現
の
な
か
の
可
能
表
現
に
つ

い
て
は
、
調
査
の
対
象
か
ら
外
し
て
、
標
題
の
よ
う
に
肯
定
表
現
に
限
定

し
て
認
識
し
た
い
と
、
か
ね
が
ね
思
っ
て
い
た
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
訳
を
参
考
に
該
当
用
例
を
検
出
し
、
適
宜
、
類

別
し
て
報
告
し
た
い
と
、
か
な
が
ね
思
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
さ
き
ご
ろ
、
佐
伯
梅
友
い
う
「
結
果
的
表
現
」
を
起
点
と

し
た
吉
井
健
「「
結
果
的
表
現
」
か
ら
見
た
上
代
・
中
世
の
可
能
」
と
い

う
ご
卓
論（

（
（

を
拝
見
、少
な
か
ら
ず
慌
て
た
瞬
間
が
あ
っ
た
。五
十
年
以
上
、

佐
伯
論
考
を
直
接
的
に
受
け
て
の
論
考
を
見
る
こ
と
が
な
く
、
今
後
も
な

い
で
あ
ろ
う
と
、
独
り
思
い
込
ん
で
、
作
業
を
終
え
た
ノ
ー
ト
を
放
置
し

て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
起
点
を
同
じ
く
し
て
、
上
代
・
中
古
の
可
能
表

現
を
大
き
く
総
括
す
る
吉
井
論
文
が
存
在
す
る
現
在
で
あ
っ
て
も
、
一
瞬

躊
躇
し
て
か
ら
、
昭
和
四
十
年
某
日
に
抱
い
た
素
朴
な
実
態
整
理
の
報
告

な
ら
許
さ
れ
よ
う
か
と
思
っ
て
、
半
ば
完
了
し
て
い
る
ノ
ー
ト
に
章
立
て

を
試
み
た
。
小
稿
の
テ
ー
マ
を
改
め
て
意
識
し
た
日
で
あ
る
。

一　

�

助
動
詞
「
む
」「
ら
む
」
や
連
語
助
動
詞
「
て
む
」
に

連
な
る
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例

　

推
量
の
意
の
ほ
か
に
、
意
志
、
ま
た
、
勧
誘
な
ど
の
意
を
担
う
助
動
詞

「
む
」、
現
在
推
量
や
原
因
推
量
な
ど
の
意
を
担
う
助
動
詞
、
ま
た
確
述

の
助
動
詞
「
つ
」
の
未
然
形
「
て
」
に
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
が
付
い
た

連
語
助
動
詞
に
可
能
の
意
が
併
せ
て
読
み
と
れ
る
用
例
が
存
在
し
て
注
目

さ
れ
る
。
Ａ
群
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

⑴ 

人ひ
と
め目

も
る
我
か
は
あ
や
な
花
す
す
き
な
ど
か

8

8

8

穂
に
い
で
て
恋
ひ
ず
も〈
あ

ら
む8

（
五
四
九
）

　

人
目
を
憚は
ば
かる

必
要
あ
る
私
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
、
複
雑
な
心
理

を
詠
ん
だ
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。「
な
ど
か
」
は
反
語
副
詞
で
、
推
量

の
「
む
」
が
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
「
あ
ら
（
→
あ
り
）」
は
、
被
補
助

語
「
恋
ひ
ず
し
も
」
を
補
助
す
る
補
助
動
詞
で
、〈（
薄す
す
きの

穂
の
よ
う
な
公

然
た
る
恋
を
し
な
い
で
）
い
る
こ
と
が
で
き
8

8

よ
う
か
、
で
き
な
い
〉
意
と

読
み
と
れ
る
。
反
語
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
く
る
可
能
表

現
で
あ
る
。

⑵ 

い
つ
は
り
と
思
ふ
も
の
か
ら
今
さ
ら
に
誰
が
ま
こ
と
を
か

8

8

8

8

8

8

8

我
は
頼
ま
む8

（
七
一
三
）
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人
間
不
信
を
基
底
に
し
た
恋
歌
で
、『
伊
勢
物
語
』（
三
六
）
に
も
載
る

詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。
不
定
語
句
「
誰た

が
ま
こ
と
を
か
」
の
「
か
」
は
、

疑
問
に
も
反
語
に
も
解
せ
る
。〈（
誰
の
い
う
真
実
を
）
頼
り
に
す
る
こ
と

が
で
き
る

8

8

8

で
あ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。
疑
問
（
反
語
）
表
現
・
推
量

表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⑶ 

か
け
り
て
も
何
を
か

8

8

8

魂た
ま

の
き
て
も
見
む8

骸か
ら

は
炎ほ
の
ほと
な
り
に
し
も
の
を

（
一
一
〇
二
）

　

死
者
の
魂
が
あ
の
世
か
ら
帰
る
と
い
う
信
仰
に
対
し
て
、
皮
肉
を
言
っ

て
い
る
藤
原
勝か
ち
お
ん臣
歌
で
あ
る
。
仏
教
思
想
に
基
づ
い
た
火
葬
の
慣
習
で
、

そ
の
人
の
亡
骸
は
既
に
炎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
魂
が
宿
る
と
こ
ろ
が
な

く
、「
何
を
か
」
の
「
か
」
も
疑
問
に
も
反
語
に
も
解
せ
る
。〈（
魂
が

天あ
ま
が
け翔

っ
て
帰
っ
て
き
て
も
、
何
を
）
見
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
か
〉
と

読
み
と
れ
る
。
疑
問
（
反
語
）
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き

た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⑷ 

春
日
野
の
飛と
ぶ
ひ火

の
野の
も
り守

い
で
て
見
よ
い
ま
い
く
日
あ
り
て

8

8

8

8

8

8

8

8

若
菜
摘つ

み
て8

む8

（
一
八
）

　

飛
ぶ
火
、
つ
ま
り
、
烽の
ろ
し火
を
管
理
す
る
野
守
と
も
、
野
焼
き
す
る
農
民

を
野
守
と
見
立
て
た
と
も
さ
れ
る
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。「
い
ま
い
く

日か

あ
り
て
」
と
い
う
不
定
語
句
を
受
け
て
い
る
の
で
、〈（
あ
と
幾
日
し
た

ら
、
若
菜
を
）
摘
む
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。
そ
の

「
あ
り
て
」
が
「
あ
ら
ば
」
と
解
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
次
の
Ｂ
群
と
も
通

う
こ
と
に
な
る
。
疑
問
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
く
る
可
能

表
現
で
あ
る
。

⑸ 

白し
ら
つ
ゆ露
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て

8

8

8

8

8

秋
の
木こ

の
葉は

を
ち
ぢ
に
染そ

む
ら
む
8

8

（
二
五
七
）

　

是こ
れ
さ
だ貞
親
王
家
で
の
歌
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
た
藤
原
敏
行
歌
で
あ
る
。
白
露

と
紅
葉
と
が
織
り
な
す
美
を
、「
ひ
と
つ
」
と
「
ち
ぢ
」
と
の
漢
詩
の
数す
う

対つ
い

で
捉
え
て
い
て
機
知
的
で
あ
る
。「
い
か
に
し
て
」
は
方
法
に
つ
い
て

の
不
定
語
句
で
、〈（
秋
の
木
の
葉
を
千
差
万
別
に
）
染
め
な
す
こ
と
が
で8

き8

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。「
ら
む
」
で
、
現
在
で
き
て

い
る
こ
と
の
原
因
を
推
量
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
。
疑
問
表
現
・
推
量

表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
く
る
可
能
表
現
で
あ
る
。

二　

�

仮
定
条
件
句
の
帰
結
句
に
用
い
ら
れ
る
「
む
」「
て
む
」

「
な
む
」
な
ど
に
連
な
る
動
詞
が
可
能
の
意
に
読
み
と

れ
る
用
例

　

活
用
語
の
未
然
形
が
接
続
助
詞
「
ば
」
を
伴
っ
た
り
、
打
消
の
助
動
詞

「
ず
」
の
未
然
形
が
接
続
助
詞
「
は
」
を
伴
っ
た
り
し
た
順
接
仮
定
条
件

を
表
す
条
件
句
が
あ
っ
て
、
そ
の
帰
結
句
と
し
て
文
末
に
位
置
す
る
推
量
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の
助
動
詞
「
む
」、
ま
た
、
確
述
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」
の
未
然
形
と
「
む
」

が
連
語
化
し
た
「
て
む
」
な
ど
に
連
な
る
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ

る
用
例
が
存
在
し
て
注
目
さ
れ
る
。
Ｂ
群
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

⑹ 

心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む8

初は
つ

霜し
も

の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

（
二
七
七
）

　

初
霜
が
人
を
当
惑
さ
せ
る
状
況
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
思
い
つ
き
で
受
け
と

め
た
凡お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね

河
内
躬
恒
歌
で
あ
る
。
当
て
推
量
に
〈
折
る
な
ら
、
折
る
こ
と
が

で
き
る

8

8

8

で
あ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。「
折
ら
ば
や
」
は
、
順
接
仮
定

条
件
句
に
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
が
付
い
て
い
て
、
仮
定
条
件
句
を
受
け

た
疑
問
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

　

早
く
に
佐
伯
の
指
摘
が
あ
り
、
片
桐
説
と
し
て
も
小
沢
に
紹
介
さ
れ
た

用
例
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
小
沢
は
、〈（
当
て
推
量
で
）
折
る
以
外
に
な

い
だ
ろ
う
よ
〉
と
訳
出
し
て
い
る
。
佐
伯
も
、〈（
折
る
な
ら
）
折
ら
れ
よ

う
か
〉と
解
す
る
説
を
結
果
的
表
現
に
相
当
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、〈（
折

る
な
ら
）
折
ろ
う
か
〉
と
訳
し
て
い
た
。

⑺ 

片か
た

糸い
と

を
こ
な
た
か
な
た
に
縒よ

り
か
け
て
あ
は
ず
は
な
に
を

8

8

8

玉
の
緒を

に
せ

む8

（
四
八
三
）

　

糸
を
比
喩
に
恋
の
思
い
を
縁
語
も
取
り
入
れ
て
詠
ん
だ
詠
人
知
ら
ず
歌

で
あ
る
。
片
糸
を
双
方
か
ら
縒
り
合
わ
せ
な
け
れ
ば
糸
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
が
縒
り
合
わ
な
い
よ
う
に
、〈
逢
わ
な
い
な
ら
、（
何
を
8

8

命
の
綱
と
し

て
）
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

で
あ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。
サ
変

動
詞
「
せ
（
→
す
）」
に
〈
生
き
て
い
く
〉
意
が
託
さ
れ
て
お
り
、「
な
に

を
」
と
い
う
不
定
語
句
が
「
む
」
と
呼
応
し
て
疑
問
表
現
を
構
成
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
仮
定
条
件
句
の
動
詞
に
も
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
追
っ
て
取
り
上
げ
る
Ｄ
群
と
も
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
、
本
用
例
も
、
仮
定
条
件
句
を
受
け
た
帰
結
句
の
疑
問
表

現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⑻ 

浅
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
川
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
た
の
ま
む8

（
六
一
八
）

　

業
平
邸
に
い
た
女
性
に
敏
行
が
贈
っ
た
歌
に
、
業
平
が
そ
の
女
性
に
代

わ
っ
て
詠
ん
だ
返
歌
で
あ
る
。「
涙
川
身
さ
へ
流
る
」
を
引
用
の
格
助
詞

「
と
」
で
受
け
た
「
聞
か
ば
」
ま
で
を
順
接
仮
定
条
件
と
し
て
い
る
こ
と

に
な
っ
て
、
そ
の
帰
結
句
が
「
た
の
ま
む
」
で
あ
る
。
上
二
句
は
そ
こ
で

切
れ
る
二
句
切
れ
で
、
浅
い
か
ら
袖
が
浸
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
言
い
切
っ

て
、
改
め
て
仮
定
条
件
句
を
受
け
た
後
、「
た
の
ま
む
」
の
「
む
」
と
い

う
推
量
表
現
か
ら
、
可
能
と
逆
接
の
意
が
発
生
し
て
き
て
い
て
、〈
涙
川

で
体
ま
で
流
れ
る
と
聞
い
た
ら
、
信
用
す
る
こ
と
も
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
〉
と

読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。こ
こ
に
も
、仮
定
条
件
句
を
受
け
た
帰
結
句
の
帰

結
句
末
尾
の
推
量
表
現
か
ら
発
生
し
た
可
能
表
現
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⑼ 

梓あ
づ
さ
ゆ
み
弓
お
し
て
は
る
さ
め
今
日
降
り
ぬ
明
日
さ
へ
降
ら
ば
若
菜
摘
み
て
む
8

8
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（
二
〇
）

　

枕
詞
「
梓
弓
」
で
「
お
し
て
」
を
引
き
出
し
、
そ
の
「
梓
弓
お
し
て
」

を
序
詞
に
し
て
「
は
る
さ
め
」
を
引
き
出
し
て
い
て
、
三
句
切
れ
で
切
れ

る
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。
春
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
で
い

て
、
順
接
仮
定
条
件
句
「
…
降
ら
ば
」
を
受
け
た
帰
結
句
「
摘
み
て
む
」

の
「
て
む
」
に
つ
い
て
、
小
沢
・
松
田
は
、「
一
八
の
歌
と
同
意
と
み
る
が
、

「
さ
あ
…
し
よ
う
」（
決
意
）
と
も
解
せ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

多
く
が
、
そ
の
春
雨
が
〈
明
日
ま
で
降
っ
た
と
し
た
ら
、
き
っ
と
（
若
菜

を
）
摘
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
〉
と
読
み
と
れ
る
。
本
用
例
も
、

仮
定
条
件
句
を
受
け
た
帰
結
句
に
用
い
ら
れ
た
推
量
表
現
を
背
景
に
し
て

発
生
し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⑽ 

か
た
ち
こ
そ
深み
や
ま山

が
く
れ
の
朽く
ち
き木

な
れ
心
は
花
に
な
さ
ば
な
り
な
む
8

8

（
八
七
五
）

　

容
貌
の
異
様
な
の
を
女
性
た
ち
に
笑
わ
れ
て
、
い
っ
そ
う
笑
わ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
兼け
ん
げ
い芸

法
師
歌
で
あ
る
。
上
の
句
三
句
で
切
れ
る
三
句
切
れ
だ

が
、自
ら
を
深
山
隠
れ
の
朽
木
だ
が
、と
い
う
逆
接
展
開
が
見
え
て
く
る
。

そ
の
仮
定
条
件
句
「
花
に
な
さ
ば
」
そ
の
も
の
に
も
可
能
の
意
が
感
じ
と

れ
、〈
花
に
す
る
こ
と
が
で○

○

○
き
る
な
ら
、
き
っ
と
花
と
な
る
こ
と
が
で
き
8

8

る8

だ
ろ
う
〉
と
読
み
と
れ
る
。
Ｄ
群
と
重
な
る
Ｂ
群
で
あ
る
。
本
用
例
も

ま
た
、
仮
定
条
件
句
を
受
け
た
帰
結
句
に
用
い
ら
れ
た
推
量
表
現
を
背
景

に
し
て
発
生
し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

三　

�

反
実
仮
想
表
現
形
式
と
し
て
の「
…
せ
ば
…
ま
し
」「
…
ず

は
…
ま
し
」な
ど
の
帰
結
句
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞「
ま

し
」
に
連
な
る
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例

　

反
実
仮
想
表
現
形
式
の
仮
定
条
件
句
部
は
多
様
で
あ
る
が
、
和
歌
に

あ
っ
て
は
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
未
然
形
「
せ
」
に
接
続
助
詞
「
ば
」

を
伴
っ
た
「
せ
ば
」
が
多
く
、「
…
せ
ば
…
ま
し
」
が
定
着
し
て
い
る
。

そ
の
仮
定
条
件
が
動
詞
を
打
ち
消
し
て
発
想
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
反
実
仮

想
表
現
は
、「
…
ず
は
…
ま
し
」
と
な
る
。
そ
の
「
ず
」
は
仮
定
条
件
句

を
構
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
未
然
形
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
「
は
」
も
仮
定
条

件
句
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
接
続
助
詞
と
判
断
さ
れ
る
。
Ｃ
群
と
し
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

⑾ 

吹
く
風
と
谷
の
水
と
し
な
か
り
せ
ば
み
山
が
く
れ
の
花
と
見
ま
し
や

8

8

8

（
一
一
八
）

　
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
と
い
う
詞
書
あ
る
紀
貫
之
歌
で
あ

る
。
二
十
歳
代
の
こ
ろ
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
順
接
仮
定
条
件

句
「
…
な
か
り
せ
ば
」
を
受
け
て
、
帰
結
句
「
…
花
と
見
ま
し
や
」
の
「
ま

し
や
」
は
、
推
量
の
助
動
詞
「
ま
し
」
の
終
止
形
の
下
に
反
語
の
終
助
詞
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「
や
」
が
付
い
て
い
て
、〈（
花
と
）
見
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
か
（
い

や
、
で
き
な
い
）〉
と
読
み
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
実
仮
想
表
現
の

帰
結
句
「
ま
し
や
」
の
反
語
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
い
る

可
能
表
現
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
反
実
仮
想
表
現
の
前
提
句
と
で
も
い
っ
た
ら
い
い
仮
定
条
件

句
「
…
な
か
り
せ
ば
」
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
概

念
と
し
て
の
否
定
表
現
で
、
否
定
の
仮
定
条
件
句
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
業
平
の
「
…
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」（
六
三
）
も
、
そ
の
一
用

例
で
あ
る
。
帰
結
句
「
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
は
、〈
長
閑
（
の
ど
）
か
で

い
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
の
に
〉と
読
み
と
れ
る
が
、「
の
ど
け
か
ら（
→

の
ど
け
し
）」
が
形
容
詞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
稿
の
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
。

⑿ 

も
み
ぢ
葉
の
流
れ
ざ
り
せ
ば
龍
田
河
水
の
秋
を
ば
誰
か
8

8

知
ら
ま
し
8

8

（
三
〇
二
）

　

川
の
水
に
は
季
節
を
知
ら
せ
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
そ
こ
を
流
れ
る
紅

葉
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
、
と
い
う
坂
上
是こ
れ
の
り則

歌
で
あ
る
。
前
提
条
件

句
「
…
流
れ
ざ
り
せ
ば
」
は
「
流
れ
ず
は
」
と
同
意
と
見
て
よ
く
、
反
実

が
現
実
を
打
ち
消
し
た
否
定
の
仮
定
条
件
句
で
あ
る
。
そ
の
条
件
句
を
受

け
る
帰
結
句
に
含
ま
れ
る
「
誰
か
」
の
「
か
」
が
反
語
の
係
助
詞
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、〈
紅
葉
が
流
れ
な
か
っ
た
ら
、（
川
水
の
秋
を
）
誰
が
知
る

こ
と
が
で
き
8

8

た
で
あ
ろ
う
か8

（
誰
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
）〉

と
読
み
と
れ
る
。
こ
の
用
例
、
反
実
仮
想
表
現
の
帰
結
句
「
誰
か
知
ら
ま

し
」
の
反
語
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⒀ 

梅
の
香
の
降
り
お
け
る
雪
に
ま
が
ひ
せ
ば
誰
か
8

8

こ
と
ご
と
わ
き
て
折
ら

ま
し
8

8

（
三
三
六
）

　
「
雪
の
う
ち
の
梅
の
花
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
あ
る
貫
之
歌
で
あ
る
。

反
実
仮
想
表
現
の
前
提
仮
定
条
件
句
「
…
雪
に
ま
が
ひ
せ
ば
」
を
受
け
る

帰
結
句
「
誰
か
こ
と
ご
と
わ
き
て
折
ら
ま
し
」
の
「
誰
か
」
の
「
か
」
は
、

疑
問
と
も
反
語
と
も
決
め
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
読
み
と
っ
て

も
よ
い
よ
う
で
、
い
ま
、
疑
問
と
見
る
な
ら
、〈
梅
の
花
の
香
り
が
、
そ

こ
に
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
の
匂
い
と
紛
れ
た
と
し
た
ら
、
誰
が
梅
の
花

と
雪
と
を
区
別
し
て
、
こ
れ
を
手
折
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
か
〉
と
読

み
と
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
反
実
仮
想
表
現
の
帰
結
句
「
誰
か
こ
と
ご
と

わ
き
て
折
ら
ま
し
」
の
疑
問
（
反
語
）
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生

し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

⒁ 

老
い
ぬ
と
て
な
ど
か
わ
が
身
を
せ
め
ぎ
け
む
老
い
ず
は
今け

ふ日
に
あ
は
ま8

し
も
の
か

8

8

8

8

（
九
〇
三
）

　

宇
多
帝
の
御
代
、
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
で
管
絃
の
御
遊
が
催
さ
れ
た
と

き
の
、
藤
原
敏
行
の
詠
進
歌
で
あ
る
。
上
の
句
は
、
こ
の
年
齢
に
な
る
ま

で
詠
進
の
栄
誉
な
ど
に
与
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
嘆
老
と
不
遇
の
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呟
き
で
あ
る
。
下
の
句
が
反
実
仮
想
文
で
、
そ
の
前
提
仮
定
条
件
句
「
老

い
ず
は
」
を
受
け
た
帰
結
句
「
今
日
に
あ
は
ま
し
も
の
か
」
の
「
も
の
か
」

は
反
語
の
終
助
詞
で
、〈
年
取
っ
て
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、

栄は

え
あ
る
今
日
と
い
う
日
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
8

8

た
で
あ
ろ
う
か
（
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）〉
と
読
み
と
れ
る
。
反
実
仮
想
表
現
の
帰
結
句
「
今

日
に
あ
は
ま
し
も
の
か
」
の
反
語
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
た

可
能
表
現
で
あ
る
。

⒂ 

今け

ふ日
来
ず
は
明あ

す日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見

ま
し
や

8

8

8

（
六
三
）

　

桜
花
に
か
こ
つ
け
た
訪
問
を
喜
ん
で
贈
っ
て
き
た
六
二
番
歌
を
受
け
て

の
在
原
業
平
の
返
歌
で
、
贈
答
歌
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
逆
接
仮
定

条
件
を
表
す
「
消
え
ず
は
あ
り
と
も
」
を
反
実
仮
想
表
現
の
前
提
仮
定
条

件
句
と
し
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
帰
結
句
「
花
と
見
ま
し
や
」
の
「
ま

し
や
」
の
「
や
」
は
、
疑
問
の
終
助
詞
と
見
ら
れ
、〈（
そ
の
雪
が
）
消
え

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
花
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う
か
〉
と
読
み
と

れ
る
。
こ
の
用
例
も
、
反
実
仮
想
表
現
の
帰
結
句
「
花
と
見
ま
し
や
」
の

疑
問
表
現
・
推
量
表
現
を
背
景
に
発
生
し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

四　

�

仮
定
条
件
句
を
構
成
す
る
接
続
助
詞
「
ば
」
な
ど
に
連

な
る
活
用
語
句
に
含
ま
れ
る
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み

と
れ
る
用
例

　

既
に
、
Ａ
群
の
用
例
⑷
の
「
…
あ
り
て
（
＝
…
あ
ら
ば
）」、
Ｂ
群
の
用

例
⑺
の
「
あ
は
ず
は
」、
用
例
⑽
の
「（
花
に
）
な
さ
ば
」、
Ｃ
群
の
用
例

⒁
の
「
老
い
ず
は
」
な
ど
が
、
標
題
に
該
当
す
る
用
例
と
し
て
触
れ
て
き

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Ｃ
群
の
用
例
⒂
の
、
逆
接
仮
定
条
件
の
「
消
え

ず
は
あ
り
と
も
」
に
つ
い
て
も
、〈
消
え
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
た

8

8

8

と
し

て
も
〉
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
て
、
こ
の
傾
向

は
、
広
く
仮
定
条
件
句
に
読
み
と
れ
る
現
象
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
と

に
か
く
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
該
当
例
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

仮
定
条
件
句
は
、
右
に
見
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
可
能
表
現
を
誘
発
す
る

状
況
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
は
、
単
に
、
動

詞
の
未
然
形
に
「
ば
」
が
接
続
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
用
例
、
単
に
、

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
未
然
形
に
接
続
助
詞
「
は
」
が
接
続
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
用
例
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
Ｄ
群
と
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

⒃ 
梅
が
香か

を
袖そ

で

に
移
し
て
と
ど
め
て
ば
春
は
す
ぐ
と
も
か
た
み
な
ら
ま
し
8

8
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（
四
六
）

　

梅
の
香
り
か
ら
薫
物
を
連
想
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
、「
寛
平
御
時
后
の

宮
の
歌
合
の
歌
」
三
五
番
の
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。
反
実
仮
想
表
現
の

前
提
仮
定
条
件
句「
梅
が
香
を
袖
に
移
し
て
と
ど
め
て
ば
」の「
て
ば
」は
、

確
述
の
助
動
詞
「
つ
」
の
未
然
形
「
て
」
に
接
続
助
詞
「
ば
」
が
接
続
し

た
も
の
で
、
単
に
動
詞
の
未
然
形
に
、
そ
の
「
ば
」
が
接
続
し
た
場
合
と
、

ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
沢
・
松
田
は
、
こ
の
「
て

ば
」
の
「
て
」
を
取
り
立
て
て
、
こ
の
「
て
」
が
可
能
の
意
を
含
む
、
と

し
て
い
る
。そ
こ
で
、そ
の
仮
定
条
件
句
は
、〈
梅
の
香
り
を
袖
に
移
し
て
、

い
つ
ま
で
も
間
違
い
な
く
残
す
こ
と
が
で
き
8

8

た
な
ら
〉
ぐ
ら
い
に
読
み
と

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
用
例
は
仮
定
条
件
句
と
し
て
の
、
殊
に
確
述
表

現
を
添
え
た
仮
定
条
件
句
と
し
て
の
仮
定
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き
た

可
能
表
現
で
あ
る
。

⒄ 

恋
し
き
に
命
を
か
ふ
る
も
の
な
ら
ば
死
に
は
や
す
く
ぞ
あ
る
べ
か
り
け

る
（
五
一
七
）

　

恋
と
死
と
を
比
較
し
て
、
恋
の
苦
し
さ
を
訴
え
た
哲
学
的
な
評
論
と
も

い
え
る
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。「
恋
し
き
に
」
は
〈
恋
し
い
と
い
う
感

情
に
〉
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
条
件
句
は
、〈
恋
し
い
と
い
う
感
情
と
命

と
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

な
ら
ば
〉
と
読
み
と
れ
る
。
恋
し
い
と
い

う
感
情
を
命
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
死
ぬ
こ
と
な
ど
は
、
い
と

も
容
易
な
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
仮
定
条
件
句
と
し
て

の
仮
定
表
現
を
背
景
に
発
生
し
て
き
た
可
能
表
現
で
あ
る
。
そ
の
動
詞
を

取
り
巻
く
周
辺
の
表
現
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
か
に
も
見
え
て
く
る
可
能

表
現
で
あ
る
。

　

こ
の
仮
定
条
件
句
に
見
る
「
…
に
…
を
か
ふ
る
も
の
な
ら
ば
」
の
「
も

の
な
ら
ば
」
は
、
そ
の
「
も
の
」
に
特
定
の
実
体
を
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
ま
い
。
時
枝
文
法
の
文
法
観
に
よ
っ
て
読
み
解
く
小
沢
は
、
こ
の
「
も

の
」
を
文
法
的
機
能
を
も
つ
と
し
て
い
る
。
そ
の
解
説
に
つ
い
て
、
こ
の

よ
う
な
「
も
の
な
ら
ば
」
は
、
仮
定
条
件
句
と
し
て
の
仮
定
表
現
を
構
成

す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
、
ぐ
ら
い
に
受
け
と
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五　

�

反
語
表
現
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
に
可
能
の

意
が
読
み
と
れ
る
用
例

　

既
に
、
Ａ
群
の
用
例
⑴
「
な
ど
か
…
恋
ひ
ず
も
あ
ら
む
」
／
Ｃ
群
の
用

例
⑾
「
…
な
か
り
せ
ば
…
見
ま
し
や
」
／
⑿
「
…
ざ
り
せ
ば
…
誰
か
知
ら

ま
し
」
／
⒁
「
…
ず
は
…
あ
は
ま
し
も
の
か
」
／
⒂
「
…
ず
は
あ
り
と
も

…
見
ま
し
や
」
な
ど
に
お
い
て
、
反
語
表
現
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る

動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
反
語
表
現
は
、
意
外
な
ほ
ど
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に
多
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
終
助
詞
「
も
の
か
は
」「
や
は
」
の
上
は
、
動

詞
で
よ
い
の
に
、
そ
の
動
詞
に
「
む
」
を
添
え
さ
せ
た
「
…
む
も
の
か
は
」

「
…
む
や
は
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。『
万
葉
集
』

歌
に
多
く
見
ら
れ
た
、
終
止
形
で
は
な
く
已
然
形
「
め
」
に
終
助
詞
「
や

は
」
が
接
続
す
る
「
…
め
や
は
」
も
、
け
っ
こ
う
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

不
定
語
「
誰た
れ

か
は
」
を
受
け
て
文
末
が
連
体
形
で
結
ば
れ
る
反
語
表
現
が

見
ら
れ
る
一
方
で
、
当
代
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
動
詞
に
終
助

詞
「
も
の
か
は
」
を
添
え
る
だ
け
の
反
語
表
現
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

Ｅ
群
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

⒅ 

散
る
花
を
な
に
か
う
ら
み
む
世
の
中
に
わ
が
身
と
と
も
に
あ
ら
む
も
の

8

8

8

か
は
8

8

（
一
一
二
）

　

散
る
花
を
見
て
花
と
わ
が
身
を
重
ね
た
詠
人
知
ら
ず
歌
で
あ
る
。
二
文

か
ら
成
る
一
首
で
、
二
文
と
も
反
語
文
で
あ
る
。
そ
の
第
二
文
の
「
あ
ら

む
も
の
か
は
」
は
、〈（
花
も
わ
が
身
も
共
に
）
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で8

き8

よ
う
か
（
で
き
な
い
に
決
ま
っ
て
い
る
）〉
と
読
み
と
れ
る
。
ス
ト
レ
ー

ト
な
物
言
い
で
、
無
常
観
を
投
げ
捨
て
る
よ
う
に
呟
い
て
い
る
。「
も
の

か
は
」
の
上
の
助
動
詞
「
む
」
は
、
反
語
表
現
が
要
求
し
た
の
か
、
そ
れ

と
も
、
可
能
表
現
が
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⒆ 

限
り
な
き
雲く
も
ゐ居
の
よ
そ
に
別
る
と
も
人
を
心
に
お
く
ら
さ
む
や
は

8

8

8

（
三
六
七
）

　

旅
に
い
る
夫
を
待
つ
妻
歌
の
次
に
配
さ
れ
て
い
る
夫
歌
で
あ
る
。「
人

を
心
に
お
く
ら
す
」
は
〈
そ
の
人
を
自
分
の
心
か
ら
取
り
残
し
て
、
後
に

遅
れ
さ
せ
る
〉
こ
と
で
、〈
あ
な
た
を
意
識
の
外
に
置
く
〉〈
あ
な
た
の
こ

と
を
忘
れ
る
〉
意
と
な
る
。「
お
く
ら
さ
む
や
は
」
は
、
逆
接
仮
定
条
件

句
「
…
雲
居
の
よ
そ
に
別
る
と
も
」
を
受
け
て
〈（
あ
な
た
を
）
忘
れ
て

い
る
こ
と
が
で
き
8

8

よ
う
か
（
で
き
な
い
）〉
と
読
み
と
れ
る
。「
や
は
」
の

上
の
「
む
」、
何
が
要
求
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

⒇ 

袂た
も
とよ

り
は
な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
8

8

こ
れ
な
む
そ
れ
と
移う
つ

せ
見
む
か
し

（
四
二
五
）

　

在
原
滋し
げ

春は
る

の
「
う
つ
せ
み
」
物
名
歌
へ
の
「
返
し
」
で
、
遊
戯
性
の
顕

著
な
壬み
ぶ
の
た
だ
み
ね

生
忠
岑
歌
で
あ
る
。
滋
春
歌
が
、
玉
は
袂
に
入
れ
た
な
ら
消
え
る

だ
ろ
う
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
消
え
や
す
い
と
い
っ
て
も
「
袂
よ
り
は

な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
」
と
応
じ
た
も
の
で
、〈
袂
以
外
に
玉
を
包
む
こ

と
が
で
き
8

8

よ
う
か
（
で
き
な
い
）〉
と
読
み
と
れ
る
。「
…
め
や
は
」
は
、

上
代
の
表
現
と
い
っ
て
も
よ
く
、
古
く
か
ら
反
語
表
現
は
推
量
の
共
起
を

要
求
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

� 

咲
く
花
は
ち
ぐ
さ
な
が
ら
に
あ
だ
な
れ
ど
誰
か
は

8

8

8

春
を
う
ら
み
は○

○て

た？る
（
一
〇
一
）

　

花
の
散
り
や
す
い
こ
と
に
人
の
心
の
移
り
や
す
い
こ
と
を
重
ね
た
藤
原

興
風
歌
で
あ
る
。
咲
く
花
は
す
べ
て
散
り
足
が
早
く
、
人
の
移
り
気
も
そ
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う
だ
と
し
て
、
以
下
、〈（
そ
の
花
を
咲
か
せ
る
春
を
）
恨
み
き
る
こ
と
が

で
き
8

8

た
か
（
で
き
な
か
っ
た
よ
）〉
と
読
み
と
れ
る
。「
う
ら
み
は
て
た
る
」

の
「
は
て
（
→
は
つ
）」
は
〈
完
全
に
…
き
る
〉
意
の
複
合
動
詞
後
項
型

補
助
動
詞
で
あ
る
。「
誰
か
は
」
と
い
う
反
語
を
構
成
す
る
不
定
語
を
受

け
て
、
結
果
と
し
て
可
能
表
現
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た

だ
、
こ
こ
で
は
、
推
量
の
助
動
詞
で
は
な
く
、
助
動
詞
「
た
る
（
→
た
り
）」

が
不
定
語
「
誰
か
は
」
に
応
じ
て
い
る
。

� 

天あ
ま

の
原は
ら

踏
み
と
ど
ろ
か
し
鳴
る
神
も
思
ふ
な
か
を
ば
さ
く
る
も
の
か
は

8

8

8

8

（
七
〇
一
）

　
「
鳴
る
神
」
は
雷
神
で
、
そ
の
雷
神
で
も
愛
し
合
っ
た
二
人
を
引
き
裂

く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
さ
く
」
は
一
般
に
は
四
段

に
活
用
す
る
が
、
下
二
段
に
も
活
用
す
る
。「
放
く
」「
離
く
」
な
ど
の
漢

字
が
当
た
る
。〈（
愛
し
合
う
関
係
を
）
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

だ
ろ
う

か
（
で
き
る
は
ず
が
な
い
）〉
と
読
み
と
れ
る
。

六　

�

疑
問
表
現
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
に
可
能
の

意
が
読
み
と
れ
る
用
例

　

既
に
、Ａ
群
の
用
例
⑵「（
誰
が
ま
こ
と
を
か
我
は
）頼
ま
む
」／
⑶「（
何

を
か
…
）
見
む
」
／
⑷
「（
い
ま
い
く
日
あ
り
て
若
菜
）
摘
み
て
む
」
／

⑸
「（
い
か
に
し
て
…
）
染
む
ら
む
」
／
Ｂ
群
の
用
例
⑹
「（
折
ら
ば
や
）

折
ら
む
」
／
⑺
「（
あ
は
ず
は
な
に
を
玉
の
緒
に
）
せ
む
」
／
Ｃ
群
の
用

例
⒀
「（
誰
か
…
）
折
ら
ま
し
」
／
⒂
「（
花
と
）
見
ま
し
（
や
）」
な
ど

に
お
い
て
、
疑
問
表
現
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
に
可
能
の
意
が

読
み
と
れ
る
用
例
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
き
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
で
あ
ろ
う
か
、
上
記
の
疑
問
表
現
以
外
の
、
表
現
上
の
特
徴

を
見
せ
な
い
疑
問
表
現
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
詞
に
可
能
の
意
が

読
み
と
れ
る
用
例
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
二
用
例
に
限
ら
れ
た
。
Ｆ
群
と

し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

� 

浦
ち
か
く
降
り
く
る
雪
は
白し
ら
な
み浪
の
末
の
松ま
つ
や
ま山
越
す
か8

と
ぞ
見
る

（
三
二
六
）

　

有
名
な
歌
枕
を
め
ぐ
る
伝
承
を
活
用
し
て
、
波
は
越
え
ら
れ
な
く
て
も

雪
だ
か
ら
越
え
ら
れ
そ
う
か
、
と
い
う
興お
き
か
ぜ風

歌
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
は
、

東あ
ず
ま
う
た

歌
の
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持も

た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な

む
」（
一
〇
九
二
）で
あ
る
。さ
て
、第
五
句「
越
す
か
と
ぞ
見
る
」の「
と
」

は
引
用
の
格
助
詞
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
越
す
か
」
の
「
か
」
は
疑
問
の

終
助
詞
で
、〈
越
す
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

か
〉
と
読
み
と
れ
る
。
疑
問
表
現
を

背
景
に
発
生
し
た
可
能
表
現
で
あ
る
。

� 

花
の
な
か
目め

に
飽あ

く
や8

と
て
わ
け
ゆ
け
ば
心
ぞ
と
も
に
散
り
ぬ
べ
ら
な

る
（
四
六
八
）
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「
は
る
」
の
二
字
を
一
首
の
最
初
と
最
後
と
に
分
け
て
置
き
、「
な
が
め
」

の
三
字
を
言
い
か
け
て
、
そ
の
時
節
を
主
題
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
物
名
歌

と
し
て
詠
ま
れ
た
僧
正
聖し
ょ
う
ほ
う

宝
の
歌
で
あ
る
。「
花
の
な
か
目
に
飽
く
や
」は
、

連
語
助
詞
「
と
て
」
が
引
用
す
る
心
内
文
の
、
こ
れ
も
文
末
に
あ
る
用
例

で
あ
る
。「
飽
く
や
」
の
「
や
」
は
疑
問
の
終
助
詞
で
、〈
満
足
で
き
8

8

て
い

る
か
〉
と
読
み
と
れ
る
。
疑
問
表
現
を
背
景
に
醸
成
さ
れ
た
可
能
表
現
で

あ
る
。

七　

�

助
動
詞
「
べ
し
」「
ぬ
」「
ぬ
べ
ら
な
り
」
な
ど
に
連
な

る
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例

　

助
動
詞
「
べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
古
典
文
法
書
の
恐
ら
く
は
す
べ
て
が

可
能
の
意
を
認
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
る
」「
ら
る
」
の
可
能
の

意
同
様
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
多
く
が
伴
い
、
時
に
、「
…
べ
く
も

あ
ら
ず
」
な
ど
、
間
接
的
に
伴
う
場
合
が
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
、
否
定

表
現
と
共
起
す
る
用
例
に
限
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う

で
な
い
用
例
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

助
動
詞
「
ぬ
」
を
伴
う
動
詞
に
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例
を
、
既

に
、
Ｃ
群
の
用
例
⑽
に
お
い
て
、「
心
は
花
に
な
さ
ば
な
り
な8

む
」
と
し

て
見
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
と
し
て
、
本
章
で
は
、
佐
伯
論
考
に

引
か
れ
て
い
た
「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
8

8

」
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
ぬ

べ
ら
な
り
」
に
連
な
る
動
詞
に
も
可
能
の
意
が
読
み
と
れ
る
用
例
を
見
て

い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、「
ぬ
」
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
、「
ぬ
べ
ら

な
り
」
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
、
で
あ
る
。

　

や
や
雑
然
と
し
た
章
立
て
で
あ
る
が
、
こ
の
一
群
を
Ｇ
群
と
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

� 

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
の
花
香か

を
尋た
づ

ね
て
ぞ
知
る
べ
か
り

8

8

8

け
る

（
四
〇
）

　

詞
書
に
よ
る
と
、
花
を
折
り
な
が
ら
の
即
興
歌
と
な
る
が
、
花
に
添
え

て
贈
っ
た
と
も
見
ら
れ
て
い
る
凡お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね

河
内
躬
恒
歌
で
あ
る
。
梅
も
白
く
月
も

白
く
て
、
ど
れ
が
花
と
も
見
当
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
香
り
を
手
掛
か

り
に
探
し
求
め
て
、〈（
こ
れ
が
梅
花
だ
と
）
知
る
こ
と
が
で
き
8

8

た
〉
と
読

み
と
れ
る
。
一
般
に
、
推
量
を
担
っ
て
い
た
「
べ
か
り
（
→
べ
し
）」
が

可
能
を
担
う
単
語
と
な
っ
て
い
た
、
と
見
る
が
、
推
量
表
現
を
背
景
に
可

能
表
現
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
か
。

� 

夢
と
こ
そ
い
ふ
べ
か
り

8

8

8

け
れ
世
の
中
に
う
つ
つ
あ
る
も
の
と
思
ひ
け
る

か
な
（
八
三
四
）

　
「
あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
身
ま
か
り
に
け
れ
ば
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書

あ
る
貫
之
歌
で
あ
る
。
主
語
は
、〈
こ
の
世
〉
で
あ
ろ
う
か
、〈
現
実
生
活
〉

で
あ
ろ
う
か
、
い
ず
れ
を
想
定
し
て
も
、〈
夢
と
い
う
こ
と
が
で
き
8

8

た
〉



該当する単語が特定できないのに、可能の意が読みとれる表現について─ 1（ ─

と
読
み
と
れ
る
。
推
量
か
ら
適
当
が
、
適
当
を
経
て
可
能
が
、
と
見
え
て

こ
よ
う
か
。
蓋
然
性
の
度
合
い
の
違
い
で
あ
る
。
第
三
句
か
ら
の
三
句
に

は
、
詞
書
を
〈
あ
の
人
が
亡
く
な
る
ま
で
は
〉
に
読
み
替
え
て
補
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

� 

身
は
捨
て
つ
心
を
だ
に
も
は
ふ
ら
さ
じ
つ
ひ
に
は
い
か
が
な
る
と
知
る

べ
く
8

8

（
一
〇
六
四
）

　

初
句
切
れ
・
三
句
切
れ
の
興
風
歌
で
、
出
家
す
る
こ
と
に
決
め
た
が
、

心
は
捨
て
な
い
つ
も
り
だ
、
と
述
べ
る
。
下
の
句
は
、
そ
の
理
由
で
、〈（
わ

が
身
が
最
後
に
は
ど
う
な
る
か
を
）
知
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

よ
う
に
〉
と
読

み
と
れ
る
。

� 

山や
ま
し
な科

の
音お
と
は羽

の
滝
の
音お
と

に
だ
に
人
の
知
る
べ
き
8

8

わ
が
恋
ひ
め
か
も

（
六
六
四
）

　

一
一
〇
九
番
歌
と
重
複
す
る
が
、
下
の
句
は
「
人
の
知
る
べ
く
8

8

わ
が
恋

ひ
め
や
も
」
と
な
っ
て
い
て
、
語
法
の
う
え
か
ら
は
、「
べ
く
」
が
相
当

す
る
構
文
で
あ
る
。
ま
た
、「
か
も
」
は
名
詞
に
付
く
の
が
大
方
で
、
そ

こ
も
、「
や
も
」
が
適
切
で
あ
る
。「
音お
と

」
は
〈
噂う
わ
さ〉

の
意
で
、〈（
噂
と
し

て
で
も
、
人
が
）
知
る
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

ほ
ど
に
〉
と
読
み
と
れ
る
。

� 

白し
ら
く
も雲

の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
8

8

世
に
こ
そ
あ
り

け
れ
（
九
四
五
）

　

惟こ
れ
た
か喬
親
王
歌
で
、
上
の
句
は
実
際
に
隠
遁
し
た
京
都
の
大
原
の
小
野
の

風
景
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
い
る
。「
住
ま
ば
住
み
ぬ
る
」
の
誤
り
で
は

な
い
か
と
一
瞬
思
っ
た
の
は
、
Ｂ
群
の
用
例
⑹
・
⑺
・
⑻
・
⑼
・
⑽
に
お

い
て
見
て
き
た
仮
定
条
件
句
の
帰
結
句
の
動
詞
に
似
通
う
文
型
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
瞬
時
の
誤
解
は
、
こ
の
表
現
生
成
の
事
情
を

読
み
解
か
せ
て
く
れ
た
。
既
に
定
着
し
て
い
た
文
型
の
「
未
然
形
＋
ば
」

に
倣
っ
て
「
住
ま
ば
住
み
ぬ
る
」
と
呟
い
た
親
王
は
、
そ
の
段
階
で
の
実

生
活
を
意
識
し
て
「
已
然
形
＋
ば
」
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
表
現

が
「
住
め
ば
住
み
ぬ
る
」
で
あ
っ
た
、
と
思
い
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
仮
に
住
ん
で
み
る
な
ら
〉
で
は
な
く
、〈
実
際
に
住
ん
で
み
る
と
、
住

む
こ
と
が
で
き
8

8

た
（
人
生
で
あ
っ
た
な
あ
）〉
と
読
み
と
れ
た
の
で
あ
る
。

「
世
」
は
、
多
く
が
社
会
を
指
し
て
い
う
が
、
個
人
を
対
象
に
し
て
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
の
訳
語
は
〈
人
生
〉
で
あ
る
。

� 

身
を
憂
し
と
思
ふ
に
消
え
ぬ
も
の
な
れ
ば
か
く
て
も
経
ぬ
る
8

8

世
に
こ
そ

あ
り
け
れ
（
八
〇
六
）

　

巻
十
五
（
恋
歌
五
）
に
載
っ
て
い
て
、
そ
の
配
列
順
か
ら
も
、
上
の
句

は
失
恋
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
か
く
て
も
」

は
〈
こ
の
よ
う
に
失
恋
に
悲
し
み
な
が
ら
で
も
〉
と
な
り
、〈（
失
恋
の
悲

し
み
に
耐
え
て
で
も
）
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

8

8

8

（
こ
の
世
で
あ
っ
た

な
あ
）〉
と
読
み
と
れ
る
。

　

用
例
�
・
�
に
、
い
わ
ゆ
る
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
を
伴
っ
た
動
詞
に
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可
能
の
意
が
読
み
と
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
ぬ
」
の
、
殊
に
確
述
と

い
わ
れ
る
〈
確
か
に
…
た
〉
な
ど
の
意
に
可
能
の
意
を
醸
成
さ
せ
る
語
義

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｅ
群
の
用
例
⑿
で
見
て
き
た
「
誰
か
は
春
を

う
ら
み
は
て
た
る
」
に
お
い
て
疑
問
符
（
？
）
を
付
け
て
お
い
た
「
た
る
」

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
「
ぬ
」
に
通
う
何
か
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

� 

ち
は
や
ぶ
る
神
や
き
り
け
む
つ
く
か
ら
に
千ち
と
せ年
の
坂
も
越
え
ぬ8

べ
？らな

り
（
三
四
八
）

　

光
孝
天
皇
が
親
王
の
こ
ろ
、
お
ば
君
の
八
十
の
賀
に
銀
の
杖
を
贈
っ
た

の
を
見
て
、
そ
の
お
ば
君
に
代
わ
っ
て
僧
正
遍
照
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

上
二
句
の
主
語
は
〈
こ
の
杖
は
〉
で
、
神
が
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
、

そ
こ
で
切
れ
る
。
続
い
て
、
杖
を
つ
く
と
同
時
に
、〈（
千
年
の
坂
を
）
越

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
8

8

そ
う
だ
〉
と
読
み
と
れ
る
。
そ
こ
に
読
み
と
れ
た

可
能
の
意
は
、「
ぬ
」
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、「
ぬ
べ
ら
な
り
」

が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

×　
　
　

×　
　
　

×

　

標
題
に
掲
げ
た
表
現
に
該
当
す
る
用
例
は
、
以
上
で
あ
る
。
Ａ
群
五
用

例
／
Ｂ
群
五
用
例
／
Ｃ
群
五
用
例
／
Ｄ
群
二
用
例
／
Ｅ
群
五
用
例
／
Ｆ
群

二
用
例
／
Ｇ
群
七
用
例
の
、
計
三
十
一
用
例
で
あ
る
。
小
稿
は
報
告
を
目

的
と
し
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
目
的
は
達
成
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

八　

�

小
稿
か
ら
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
な
ど�

─�

可
能
の
意
が
読
み
と
れ
て
し
ま
う
の
か
／
可
能
の
意

が
託
さ
れ
て
い
る
の
か
─

　

小
稿
は
、
表
題
に
掲
げ
た
表
現
を
七
類
型
に
分
類
し
て
報
告
し
た
が
、

そ
の
類
型
も
便
宜
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
ま
た
、
そ
の
現
象
に
つ
い
て

の
理
解
も
十
分
で
は
な
い
。
殊
に
、
そ
れ
ら
表
現
に
つ
い
て
、
当
代
人
が

ど
う
意
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
捉
え
え
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
各
類
型
の
紹
介
や
各
用
例
の
解
説
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
た

姿
勢
の
な
い
ま
ま
の
叙
述
で
あ
っ
た
。
い
ま
あ
え
て
、
そ
の
不
安
定
な
姿

勢
を
告
白
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
終
章
と
し
て
の
〝
小
稿
か
ら
自
身
に

課
せ
ら
れ
た
課
題
〟
の
副
題
に
示
し
た
疑
問
文
二
文
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
は
、
古
典
文
の
読
解
や
広
く
翻
訳
文
の
訳
出
な

ど
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
読
者
に
そ
う
読
め
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
な
の
か
、
筆
者
が
そ
う
読
ん
で
も
ら
お
う
と
託
し
て
い
た
こ

と
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
今
回
の
三
十
一
用
例
に

つ
い
て
い
う
と
、
現
代
人
の
多
く
は
、
そ
こ
に
可
能
の
意
を
読
み
と
っ
て

現
代
語
訳
す
る
と
、
理
解
が
深
ま
っ
た
と
思
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
時

代
の
当
代
人
が
、そ
こ
を
可
能
の
意
に
読
み
と
っ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
、
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し
か
し
、
表
現
と
し
て
可
能
の
意
を
表
す
単
語
や
語
句
を
用
い
る
こ
と
な

く
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
で
は

な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

小
稿
の
契
機
は
、
随
所
に
述
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
佐
伯
梅
友
論
考

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
結
果
的
表
現
と
い
う
名
称
で
は
、
や
は
り
、
そ
の

い
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
、
そ
の
論
考
に
い
っ
て
い

る
と
お
り
で
あ
る
。「
さ
ら
ぬ
別
れ
」
の
「
さ
ら
ぬ
」
な
ど
、
打
消
表
現

の
な
か
の
自
由
意
志
で
は
な
い
不
可
能
か
ら
抽
出
さ
れ
る
可
能
に
つ
い
て

は
捉
え
え
て
も
、
肯
定
表
現
の
な
か
に
現
れ
て
く
る
可
能
に
つ
い
て
は
、

手
掛
か
り
が
容
易
に
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

小
松
光
三
は
、
蓋
然
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
蓋
然
性
で
は
な
く
可
能

性
に
な
る
の
だ
と
い
っ
て
、「
べ
し
」
と
「
む
」
と
を
区
別
し
て
い
た
。

そ
の
蓋
然
性
は
、
多
様
な
事
態
が
起
こ
り
う
る
確
実
性
の
度
合
い
を
い
っ

て
い
て
、そ
の
度
合
い
の
違
い
に
よ
っ
て
、蓋
然
性
が
可
能
性
に
も
な
る
、

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
な
ら
ば
、
確
率
の
違
い
で
、
同
じ

単
語
が
推
量
に
も
可
能
に
も
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
回
、
筆
者
は
、
そ
の
可
能
の
意
の
読
み
と
れ
る
表
現
に
つ
い
て
、
一

部
に
お
い
て
は
助
動
詞
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
は
、

表
現
形
式
と
い
う
か
文
型
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
構
文
的
な
面
に
も
観
察

の
視
座
を
配
し
て
整
理
し
よ
う
と
努
め
て
み
た
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
に
整

理
し
よ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
、
現
代
人
は
、
可
能
の
意
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
当
代
人
が
そ
う
い
う
語

彙
と
構
文
の
力
を
借
り
て
、
可
能
の
意
を
表
現
し
て
い
た
の
か
は
、
見
え

て
こ
な
い
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
語
彙
と
構
文
の
表
現
か
ら
は
、
可
能
の
意

が
発
生
し
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
可
能
の
意
を

当
代
人
は
、
先
行
し
て
成
立
し
た
不
可
能
表
現
を
通
し
て
認
識
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
、
漠
然
と
感
じ
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る

程
度
、
古
典
文
に
接
し
て
い
る
お
か
げ
で
体
得
し
た
認
識
で
あ
る
。
そ
の

発
生
し
た
に
つ
い
て
は
、
醸
成
さ
れ
た
、
と
受
け
と
め
て
も
よ
い
と
思
っ

て
い
る
。

注（1
） 『
講
座　

解
釈
と
文
法
」
記
紀
歌
謡
・
万
葉
集

古
今
集
・
新
古
今
集

』（
昭
和
（（
年
／
明
治
書
院
）
登
載
の
佐
伯
梅

友
「
古
今
集
の
解
釈
と
文
法
上
の
問
題
点
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
結
果
的

表
現
」。

（
2
） 
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
昭
和
（（
年
／
佐
伯
梅
友
／
岩
波
書
店
）

の
巻
頭
に
あ
る
解
説
の
六
（
文
法
）
の
9
の
「
結
果
的
表
現
」。

（
（
） 
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
昭
和
（（
年
／
小
沢
正
夫
校
注
・
訳
／
小

学
館
）
で
、
語
法
に
つ
い
て
は
、
時
枝
文
法
に
拠
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
注
目
し

て
い
た
。
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（
（
） 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
一
九
九
四
年
／
小
松
雅
夫

松
田
成
穂

校
注
・
訳
／

小
学
館
）
で
、
小
稿
の
論
題
に
該
当
す
る
用
例
へ
の
施
注
や
訳
出
が
、
前
身
の
日

本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
よ
り
い
っ
そ
う
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
） 

何
に
拠
っ
て
い
る
か
、
な
お
、
探
し
え
て
い
な
い
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後

撰
和
歌
集
』（
一
九
九
〇
年
／
片
桐
洋
一
／
岩
波
書
店
）
の
「
心
あ
て
に
見
ば
こ

そ
分
か
め
白
雪
の
い
づ
れ
か
花
の
散
る
に
違
（
た
が
）
へ
る
」（
四
八
七
）
の
「
心

あ
て
に
見
ば
こ
そ
分
か
め
」
の
「
め
」
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
「
む
」
の
已
然
形
の

用
例
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
こ
に
そ
の
「
可
能
を
含
ん
だ
推
量
」
と
い
う
注
記

を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
訳
出
に
は
可
能
の
意
を
読
み
と
っ
て
い

て
、「
見
分
け
ら
れ
る

8

8

8

か
も
知
れ
な
い
」
と
あ
っ
た
。

（
（
） 

三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
明
治
四
十
一
年
／
明
治
書
院
）
の
第
二
編
（
詞
辞
）

第
七
章
（
可
能
詞
）
五
（
生
得
被
能
動
詞
）
に
お
い
て
は
、「（
折
ら
ば
や
）
折
ら

む
」
の
「
折
る
」
は
、
可
能
的
動
詞
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い

る
。

（
（
） 『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
平
成
1（
年
／
山
口
明
穂

秋
本
守
英

編
／
明
治
書
院
）
の
「
可
能
」（
小

松
光
三
担
当
執
筆
）
の
項
。

（
（
） 

吉
井
健
「「
結
果
的
表
現
」
か
ら
見
た
上
代
・
中
古
の
可
能
」（
二
〇
一
八
年
五
月

／
「
井
出
至
博
士
追
悼
万
葉
語
文
研
究　

特
別
集
）
／
和
泉
書
院
）。

後
記

　
「
は
じ
め
に
」
の
末
尾
に
述
べ
た
と
お
り
、
小
稿
は
、
吉
井
論
文
の
存

在
を
知
っ
て
、
慌
て
て
、
該
当
す
る
三
十
一
用
例
の
七
分
類
を
六
章
に
収

め
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
を
踏
ま
え
た
報
告
で
あ
る
。
吉
川
論
文
は
、
上

代
・
中
古
の
可
能
表
現
総
括
史
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
が
取
り
立

て
た
事
項
の
な
か
に
は
、
吉
川
論
文
が
指
摘
す
る
事
項
と
若
干
共
通
す
る

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
小
稿
は
あ
く
ま
で
も
表
現
実
態
の
整
理
で
し
か
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
施
注
な
ど
は
避
け
る
こ
と
と
し
た
。
事
情
、
ご
理
解
い
た

だ
き
た
い
。
な
お
、
念
の
た
め
、
小
稿
の
國
學
院
雑
誌
へ
の
掲
載
採
用
の

決
定
通
知
の
日
付
が
令
和
元
年
六
月
十
四
日
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。


