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は
じ
め
に

　

釈
迢
空
（
折
口
信
夫
）
の
短
歌
作
品
に
お
い
て
し
ば
し
ば
目

に
す
る
こ
と
ば
に
、「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
迢
空
短
歌
を
形
成
す
る
独
特
の
気
分
を
も
っ
た
こ
と
ば

と
し
て
一
般
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
歌

集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
か
ら
最
終
歌
集
『
倭
を
ぐ
な
』
を
経

て
「
私
家
版
自
筆
歌
集
」、「
短
歌
拾
遺
」
に
至
る
ほ
ぼ
全
歌
集

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

釈
迢
空
短
歌
語
彙
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
誕
生

─
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
供
養
塔
」
を
中
心
に
─

中
　
西
　
洋
　
子

に
わ
た
っ
て
散
見
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
各
歌
集
に
み

る
使
用
例
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る注

１

。

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』

22
例
（「
ひ
そ
け
し
」
11
「
か
そ
け
し
」
11
）

『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』

28
例
（「
ひ
そ
け
し
」
14
「
か
そ
け
し
」
14
）
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『
水
の
上
』

19
例
（「
ひ
そ
け
し
」
９
「
か
そ
け
し
」
10
）

『
遠
や
ま
ひ
こ
』13

例
（「
ひ
そ
け
し
」
８
「
か
そ
け
し
」
５
）

『
天
地
に
宣
る
』２

例
（「
ひ
そ
け
し
」
１
「
か
そ
け
し
」
１
）

『
倭
を
ぐ
な
』８

例
（「
ひ
そ
け
し
」
３
「
か
そ
け
し
」
５
）

「
私
家
版
自
筆
歌
集
」

２
例
（「
ひ
そ
け
し
」
１
「
か
そ
け
し
」
１
）

「
短
歌
拾
遺
」３

例
（「
ひ
そ
け
し
」
１
「
か
そ
け
し
」
２
）

計
「
ひ
そ
け
し
」
48
例　
「
か
そ
け
し
」
49
例

（
活
用
形
も
含
む　

ま
た
重
複
例
は
除
く
）

　

こ
う
し
て
み
る
と
、「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
両
者
の
使

用
数
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
ま
た
時
代
を
追
う
に
従
っ
て
そ

の
数
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

時
節
や
場
所
、
状
況
な
ど
歌
う
内
容
如
何
に
よ
り
、
必
要
と
さ

れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
前

半
歌
集
に
多
く
見
ら
れ
、
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
用
い
方
が
成
熟
し
、
独
自

の
世
界
を
拓
く
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
よ
う
だ
。
全
歌

集
の
前
半
に
集
中
す
る
の
は
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』

と
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
の
二
歌
集
で
あ
り
、
最
も
多

い
使
用
数
は
第
二
歌
集
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
初
期
の
作
品
に

当
た
る
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
供
養
塔
」
を
と
り
挙
げ
、

「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
持
つ
内
容
や
用
い
ら
れ
方
と
と

も
に
、
そ
の
誕
生
し
た
場
面
や
背
景
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
一

　

ま
ず
、「
ひ
そ
け
し
」（
名
詞
ひ
そ
け
さ
）「
か
そ
け
し
」（
同
・

か
そ
け
さ
）
に
つ
い
て
、
迢
空
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ひ
そ
け
き
」「
ひ
そ
け
し
」
と
い
ふ
活
用
が
、
完
全
に
備

つ
て
居
つ
た
か
ど
う
か
は
、
私
も
初
め
か
ら
疑
問
に
し
て

ゐ
た
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
形
と
し
て
は
当
然
あ
つ
て

も
よ
い
形
だ
し
、（
中
略
）
又
な
い
に
し
た
処
で
、
造
語

と
い
ふ
こ
と
が
御
座
い
ま
す
。（
中
略
）
昔
か
ら
優
れ
た
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文
学
者

─
私
を
言
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

─
で
、
造

語
し
た
者
は
多
い
の
で
す
。
造
語
も
規
則
正
し
く
、
あ
る

べ
き
形
を
逐
つ
て
し
て
行
く
な
ら
、
文
学
作
者
と
し
て
当

然
許
さ
れ
て
よ
い
こ
と
な
の
で
す注

２

。

　

右
は
旧
師
武た

け

島し
ま

羽は
ご
ろ
も衣

に
宛
て
た
「
去
七
尺
状
」
の
中
の
一
節
。

武
島
が
迢
空
の
作
品
数
首
に
対
し
て
こ
と
ご
と
く
批
判
的
で
あ

る
こ
と
に
、
理
論
的
に
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
抗
議
し
た
内
容
で

あ
る
。た
と
え
ば
、「
む
ら
山
の
松
の
木
む
ら
に　

日
は
あ
た
り
、

ひ
そ
け
き
か
も
よ
。
旅
人
の
墓
」
に
つ
い
て
、
武
島
は

一
首
要
領
の
得
ら
れ
ぬ
歌
で
あ
る
。
第
一
、「
ひ
そ
け
き
」

な
ど
言
ふ
語
は
、
存
在
し
て
ゐ
な
い
。「
ひ
そ
か
に
」
と

か
「
ひ
そ
や
か
に
」
と
い
ふ
立
派
な
言
語
が
あ
る
で
は
な

い
か
。
又
「
ひ
そ
か
」
と
い
ふ
は
、
こ
つ
そ
り
と
秘
密
に

と
い
ふ
意
で
あ
る
。
旅
人
の
墓
が
ひ
そ
か
に
あ
り
と
は
何

の
意
と
も
分
か
ら
ぬ
。
又
日
が
あ
た
つ
て
ゐ
れ
ば
、
中
が

明
る
く
な
る
か
ら
、
ひ
そ
か
な
る
理
由
も
な
い
。
旅
人
の

墓
も
突
然
で
あ
る
。
端
書
が
な
く
て
は
十
分
の
了
解
が
出

来
ぬ
。
よ
ろ
し
く

む
ら
山
の
松
の
木
む
ら
に
日
は
さ
せ
ど
寂
し
き
か
も

よ
旅
人
の
墓

と
改
む
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

武
島
の
い
う
「
ひ
そ
か
に
」
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
の
「
ひ

そ
か
に
」
に
当
た
る
用
字
の
中
、「
顧
」
の
字
を
用
い
た
部
分

を
綿
密
に
検
証
し
、「
ひ
そ
」
と
い
う
語
根
が
静
謐
を
示
し
て

い
る
こ
と
、
さ
ゝ
め
く
、
ひ
そ
め
く
が
意
味
を
失
わ
ず
に
続
い

て
い
る
こ
と
な
ど
を
説
き
、
ひ
そ
か
に
・
ひ
そ
け
く
が
わ
か
ら

ぬ
の
は
ど
う
か
、
と
反
論
す
る
。
つ
ま
り
、「
ひ
そ
け
き
」
と

い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
と
す
る
武
島
に
対
し
て
、
そ
れ
は

事
実
で
あ
る
が
造
語
も
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、「
規
則
正
し
く
、

あ
る
べ
き
形
を
逐
つ
て
行
く
な
ら
、
文
学
作
者
と
し
て
当
然
許

さ
れ
て
よ
い
」
と
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
以
後
歌
の
中
に
取
り
入

れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
造
語
「
ひ
そ
け
し
」
は
こ
う
し
て

生
ま
れ
た
の
で
あ
り
、「
か
そ
け
し
」
に
つ
い
て
は
特
に
説
明

し
た
箇
所
は
な
い
が
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
造
語
で
は
な
い
「
ひ
そ
か
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
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お
き
た
い
。「
ひ
そ
か
」
は
形
容
動
詞
「
ひ
そ
か
な
り
」
の
語

幹
で
あ
る
。
未
然
「（
ひ
そ
か
）
な
ら
」
連
用
「
な
り
（
に
）」

終
止
「
な
り
」
連
体
「
な
る
」
已
然
「
な
れ
」
命
令
「
な
れ
」

と
活
用
す
る
。『
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
そ
の
意
味
を
、
①
人

に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
②
公
的
な
も
の
を
私
物
化
す
る

様
子
、
③
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
様
子
、
な
ど
と
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
た
形
容
動
詞
「
ひ
そ
や
か
」
も
、
①
ひ
そ

か
に
す
る
さ
ま
。
し
の
び
や
か
。
こ
っ
そ
り
。
②
物
の
乏
し
い

さ
ま
（
広
辞
苑
）。
あ
る
い
は
こ
の
外
に
、
①
物
音
な
ど
が
絶

え
て
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
っ
て
い
る
さ
ま
。
②
人
に
知
ら
れ
な
い

よ
う
に
静
か
に
事
を
行
う
さ
ま
（
明
解
国
語
辞
典
、
類
語
例
解

辞
典
）
な
ど
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
は
両
者
と
も
に

「
密（
か
）」を
当
て
て
お
り
、意
味
は
ほ
ぼ
同
様
と
み
ら
れ
よ
う
。

　
「
ひ
そ
か
」、「
ひ
そ
や
か
」
に
つ
い
て
は
、「
ひ
そ
か
な
る
心

を
も
り
て　

を
は
り
け
む
。命
の
き
は
に
、言
ふ
こ
と
も
な
く
」、

「
洋ワ

タ

な
か
の
島
に
越
え
来
て　

ひ
そ
か
な
り
。
こ
の
島
人
は
、

知
ら
ず
や
あ
ら
む
」、「
ひ
そ
や
か
に
ぬ
れ
ば
さ
び
し
も
。
た
そ

が
れ
の
窓
の
夕
か
げ　

月
あ
る
に
似
た
り
」
と
『
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
に
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。

　

一
方
、「
か
そ
か
」
に
つ
い
て
は
形
容
詞
く
活
用
の
「
か
そ

け
し
（
か
す
け
し
）」
が
み
ら
れ
、
意
味
は
音
・
色
な
ど
が
か

す
か
な
さ
ま
で
あ
る（
広
辞
苑
）と
す
る
。
ま
た
、形
容
動
詞「
か

す
か
な
り
」
で
は
『
全
訳
古
語
辞
典
』
に
①
ほ
ん
の
り
わ
ず
か

だ
。
は
っ
き
り
見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
し
な
い
。
い
ま
に
も
消

え
て
し
ま
い
そ
う
に
弱
々
し
い
。
②
ひ
っ
そ
り
と
も
の
さ
び
し

い
。
目
立
た
な
い
よ
う
す
。
③
勢
い
が
な
い
。
貧
弱
だ
。
た
よ

り
な
く
心
細
い
。
④
奥
深
く
趣
が
あ
る
。
幽
遠
だ
。
と
し
て
お

り
、「
幽（
か
）微（
か
）」の
漢
字
を
当
て
て
い
る
。
従
っ
て「
か

そ
か
」
と
い
う
語
根
は
な
い
。
迢
空
歌
の
「
水ミ

脈ヲ

ほ
そ
る
／
山

川ガ
ハ

の
洲ス

の
班ハ

ダ

ら
雪
。
／
か
そ
か
に　

う
ご
く
／
も
の
こ
そ
は
あ

れ
」（『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』）
は
や
は
り
造
語
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、「
ひ
そ
か
な
り
」（
ひ
そ
や
か
な
り
）
と

「
か
す
か
な
り
」「
か
そ
け
し
」
と
の
意
味
の
お
お
よ
そ
の
違
い

は
、
前
者
が
自
分
を
含
め
た
人
の
動
き
、
振
る
舞
い
に
つ
い
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
後
者
で
は
物
ご
と
や
情

景
、
状
態
な
ど
の
対
象
に
つ
い
て
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
用
例
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
と
も

区
別
の
つ
き
が
た
い
の
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。



釈迢空短歌語彙「ひそけさ」「かそけさ」の誕生45

　
二

　

で
は
、
迢
空
歌
に
お
け
る
造
語
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」

が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
、『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』

の
中
に
み
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
「
ひ
そ
け
さ
」
に
つ
い
て
、

１　

か
の
子
ら
や　

わ
れ
に
知
ら
れ
ぬ
妻
と
り
て
、
生
き

の
ひ
そ
け
さ
に　

わ
び
つ
ゝ
を
ゐ
む

２　

谷
々
に
、
家
居
ち
り
ぼ
ひ　

ひ
そ
け
さ
よ
。
山
の
木

の
間
に
息
づ
く
。
わ
れ
は

３　

ゆ
き
行
き
て
、
ひ
そ
け
さ
あ
ま
る
山
路
か
な
。
ひ
と

り
ご
ゝ
ろ
は　

も
の
言
ひ
に
け
り

４　

は
た
ご
の
土
間
に　

餌
を
か
ふ
つ
ば
く
ら
め
の　

声

ひ
そ
け
さ
や
。
人
お
と
は
せ
ず

５　

沢
な
か
の
木キ

ヂ

ヤ
地
屋
の
家
に
ゆ
く
わ
れ
の　

ひ
そ
け
き

歩
み
は　

誰
知
ら
め
や
も

６　

邑ム
ラ

山
の
松
の
木コ

む
ら
に
、
日
は
あ
た
り　

ひ
そ
け
き

か
も
よ
。
旅
び
と
の
墓

７　

ひ
そ
か
な
る
心
を
も
り
て　

を
は
り
け
む
。
命
の
き

は
に
、
言
ふ
こ
と
も
な
く

８　

洋ワ
タ

な
か
の
島
に
越
え
来
て　

ひ
そ
か
な
り
。
こ
の
島

人
は
、
知
ら
ず
や
あ
ら
む

９　

ひ
そ
や
か
に　

あ
ゆ
み
を
と
ゞ
む
。
夜
は
の
雪
踏
み

行
く
わ
れ
と　

人
知
ら
め
や
も

10　

あ
か
と
き
を　

散
る
が
ひ
そ
け
き
色
な
り
し
。
志
摩

の
横
野
の　

空
色
の
花

11　

ひ
そ
や
か
に
ぬ
れ
ば
さ
び
し
も
。
た
そ
が
れ
の
窓
の

夕
か
げ　

月
あ
る
に
似
た
り

　

先
ず
、
右
の
内
１
「
生
き
の
」、
４
「
つ
ば
く
ら
め
の
声
」、

５
「
歩
み
」、６
「
旅
び
と
の
墓
」、７
「
心
を
も
り
て
」、９
「
歩

み
を
と
ゞ
む
」、
11
「
ぬ
（
寝
）
れ
ば
さ
び
し
も
」
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
や
教
え
子
、
旅
人
（
の
墓
）、
あ
る
い

は
燕
と
い
っ
た
人
間
や
生
き
物
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
２
で
は
「
家
居
ち
り
ぼ
」
う
情

景
に
か
か
る
と
も
、
下
句
の
息
づ
く
わ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
と

も
両
方
に
そ
の
気
分
が
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
３

は
「
山
路
」
と
い
う
場
所
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
初
句
「
ゆ
き

行
き
て
」
の
気
分
の
揺
曳
が
あ
り
、
や
は
り
作
者
自
身
に
か
か

わ
っ
た
用
法
と
言
え
よ
う
。
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で
は
、「
か
そ
け
さ
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

１　

蜑
の
子
の
か
づ
き
苦
し
み　

吐
け
る
息
を
、
旅
に
し

聞
け
ば
、
か
そ
け
く
あ
り
け
り

２　

若
松
の
み
ど
り
い
き
る
ゝ
山
は
ら
に
、
わ
が
足
お
と

の　

い
と
も
か
そ
け
き

３　

誰
び
と
に　

わ
れ
憚
り
て
、
も
の
言
は
む
。
か
そ
け

き
家
に
、
山
び
と
ゝ
を
り

４　

人
も　

馬
も　

道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
に
け
り
。
旅
寝

か
さ
な
る
ほ
ど
の
か
そ
け
さ

５　

ゆ
き
つ
き
て　

道
に
た
ふ
る
ゝ
生
き
物
の
か
そ
け
き

墓
は
、
草
つ
ゝ
み
た
り

６　

山
の
う
へ
に
、
か
そ
け
く
人
は
住
み
に
け
り
。
道
く

だ
り
来
る
心
は
な
ご
め
り

７　

湍
を
過
ぎ
て
、
淵
に
よ
ど
め
る
波
の
お
も
。
か
そ
け

き
音
も　

な
く
な
り
に
け
り　

８　

こ
の
心　

悔
ゆ
と
か
言
は
も
。
ひ
と
り
の　

お
や
を

か
そ
け
く　

死
な
せ
た
る
か
も

９　

青
空
は
、
暫イ

サ

時ヽ
メ

曇
る
。
軒
ふ
か
く
こ
も
ら
ふ
人
の　

息
の
か
そ
け
さ

10　

如
月
の
雪
の　

か
そ
け
き
わ
が
は
ぎ
や
。
白
き
光
り

に　

目
を
こ
ら
し
つ
ゝ

11　

霙
ふ
る
雑
木
の
な
か
に
、
鍬

（
ク
ハ
）う

て
る　

い
と
　ゞ

女メ
ヲ
ト夫

の
唄
の　

か
そ
け
き

　

こ
の
中
で
１
「
旅
に
し
聞
け
ば
」、
２
「
わ
が
足
お
と
の
」、

７
「
音
も
」、
９
「
息
の
」、
11
「
女メ

ヲ
ト夫

の
唄
の
」
な
ど
か
ら
は

多
く
自
分
自
身
や
人
間
の
、
あ
る
い
は
波
な
ど
自
然
界
の
音
に

か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
３
と
５
で

は
そ
れ
ぞ
れ
「
家
」
や
「
生
き
物
の
墓
」
の
状
態
に
即
し
て
の

表
現
で
あ
ろ
う
。
４
は
人
も
馬
も
そ
し
て
自
分
も
含
め
た
、
旅

寝
の
時
間
の
長
さ
に
か
か
わ
る
用
法
で
あ
り
、
６
は
人
の
住
ま

う
様
子
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。８
は
母
親
を
死
な
せ
た
、

そ
の
死
な
せ
方
に
関
わ
っ
た
用
い
方
で
あ
る
。
残
る
10
は
、
如

月
の
雪
の
光
り
で
見
る
（
そ
の
よ
う
に
白
い
）
自
分
の
脛
の
状

態
を
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
、よ
く
理
解
出
来
な
い
一
首
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
共

に
そ
の
共
通
点
も
み
ら
れ
な
が
ら
、用
い
ら
れ
方
に
よ
っ
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
で
複
雑
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
推
察
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
舞
台
が
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両
者
と
も
多
く
は
一
人
旅
の
途
上
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
こ

と
ば
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
迢
空
が
造
語
を
主
張
し
た
の
も
こ

の
こ
と
と
無
関
係
で
は
け
し
て
な
か
っ
た
。

　
三

　
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
供
養
塔
」
五
首
は
旅
の
途
上

に
生
ま
れ
た
代
表
的
な
連
作
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
武
島
が
批
判

的
に
採
り
上
げ
た
先
の
一
首
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

　
　
　
　

供
養
塔数

多
い
馬
塚
の
中
に
、
ま
新
し
い
馬
頭
観
音
の

石
塔
婆
の
立
つ
て
ゐ
る
の
は
、あ
は
れ
で
あ
る
。

又
殆
、
峠
毎
に
、
旅
死ジ

に
の
墓
が
あ
る
。
中
に

は
、
業
病
の
姿
を
家
か
ら
隠
し
て
、
死
ぬ
る
ま

で
の
旅
に
出
た
人
の
な
ど
も
あ
る
。

人
も　

馬
も　

道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
ゝ
け
り
。
旅
寝
か
さ

な
る
ほ
ど
の
か
そ
け
さ

道
に
死
ぬ
る
馬
は
、
仏
と
な
り
に
け
り
。
行
き
と
ゞ
ま
ら

む
旅
な
ら
な
く
に

邑ム
ラ

山
の
松
の
木コ

む
ら
に
、
日
は
あ
た
り　

ひ
そ
け
き
か
も

よ
。
旅
び
と
の
墓

ひ
そ
か
な
る
心
を
も
り
て　

を
は
り
け
む
。命
の
き
は
に
、

言
ふ
こ
と
も
な
く

ゆ
き
つ
き
て　

道
に
た
ふ
る
ゝ
生
き
物
の
か
そ
け
き
墓

は
、
草
つ
ゝ
み
た
り

　

詞
書
き
の
長
さ
に
比
べ
る
と
作
品
は
五
首
と
少
な
い
が
、
こ

の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
「
ひ
そ
け
き
（
か
も
よ
）」「
ひ
そ

か
な
る
（
心
）」
と
、「（
旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
の
）
か
そ
け
さ
」

「
か
そ
け
き
（
墓
）」
と
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。

　
「
自
歌
自
注
」（
以
後
「
自
注
」）
に
は
、
こ
の
一
連
の
生
ま

れ
た
い
き
さ
つ
や
時
期
、
場
所
、
背
景
な
ど
と
共
に
長
い
自
注

が
み
ら
れ
る注

３

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
大
正
十
一
年
の
作
で

あ
り
、発
表
は
同
十
二
年
で
あ
っ
た
。関
東
大
地
震
が
し
ず
ま
っ

た
頃
、
既
に
ア
ラ
ラ
ギ
を
退
い
て
い
た
古
泉
千
樫
の
勧
め
が
あ

り
、
同
十
三
年
雑
誌
「
日
光
」
創
刊
に
加
わ
っ
て
、「
供
養
塔
」

以
下
の
連
作
を
発
表
し
た
。
入
会
し
た
の
は
ア
ラ
ラ
ギ
か
ら
遠

の
い
た
大
正
十
年
頃注

４

よ
り
作
歌
活
動
を
休
ん
で
お
り
、
そ
の
寂
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し
さ
と
自
分
の
歌
の
滅
び
る
こ
と
の
悲
し
さ
を
救
う
為
で
あ
っ

た
。「
供
養
塔
」
以
下
の
連
作
に
は
そ
う
し
た
悲
劇
的
な
精
神

が
胸
に
あ
り
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
歌
を
出
直
す
機
会
に
な
っ

た
の
だ
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
に
つ
い
て
、「
日
光
」

同
人
の
数
に
入
っ
て
か
ら
心
軽
く
歌
に
対
う
様
に
な
っ
た
と
い

い
、「
自
由
に
覉
旅
の
哀
感
を
歌
ひ
出
し
た
。
で
も
、
さ
す
が

に
『
さ
び
し
』『
か
な
し
』
を
露
骨
に
言
ふ
の
を
憚
っ
た
。『
か

そ
け
さ
』『
ひ
そ
け
さ
』
な
る
語
に
特
殊
の
内
容
を
持
た
さ
う

と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る注

５

」
と
、
旅
の
哀
感
に
対
す
る
表

現
へ
の
追
求
心
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

　
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
頃

よ
り
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
、迢
空
十
七
歳
よ
り
三
十
八
歳
）

ま
で
の
作
品
六
九
一
首
を
逆
年
順
に
収
録
す
る
。
従
つ
て
、「
供

養
塔
」
以
後
の
連
作
と
は
「
木
地
屋
の
家
」
十
五
首
、翌
年
（
大

13
）
の
「
山
住
み
」
五
首
、「
夜
」
六
首
、「
気
多
川
」
十
一
首
、「
蜑

の
村
」
十
三
首
、
巻
頭
の
「
島
山
」
十
四
首
、
と
い
う
制
作
順

に
な
ろ
う
。
大
正
十
一
年
の
「
遠
州
奥
領
家
」
八
首
は
「
白
鳥
」

（
大
11
・
１
創
刊
國
學
院
大
学
生
に
よ
る
）に
発
表
。
さ
ら
に「
日

光
」
創
刊
号
（
大
13
年
４
月
）
に
は
「
奥
遠
州
」
十
三
首
が
発

表
さ
れ
た
。
こ
の
中
に
小
題
「
供
養
塔
」
の
記
載
は
な
く
、
詞

書
き
と
作
品
五
首
に
つ
づ
き
、「
木
地
屋
の
家
」
の
小
題
及
び

八
首
を
掲
載
し
て
い
る
。
同
三
号
（
六
月
）
に
は
、「
山
住
み
」

十
二
首
、及
び
関
東
大
震
災
後
に
試
み
た
四
行
詩
「
砂
け
ぶ
り
」

を
発
表
。
ま
た
、
同
四
号
（
七
月
）
に
は
「
木
地
屋
の
家
二
」

十
一
首
、
同
七
号
（
十
月
）
に
は
「
海
山
の
あ
ひ
だ
」
二
十
二

首
が
同
誌
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
作
歌
活
動
並
び
に
研
究
活
動

（『
日
本
文
学
の
発
生
』、『
呪
言
の
展
開
』
な
ど
）
の
充
実
し
た

再
ス
タ
ー
ト
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る注

６

。

　
「
自
注
」
に
よ
る
と
、「
こ
れ
は
、
美
濃
の
中
津
・
岩
村
か
ら
、

信
州
の
浪ナ

ミ

合ア
ヒ

・
新ニ

ヒ
ノ野

、
更
に
三
河
・
遠
州
の
山
間
を
渡
っ
て
ゐ

る
間
の
作
物
の
一
部
が
、
か
う
い
ふ
機
会
を
得
て
、
世
に
出
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
、
連
作
の
生
ま
れ
た
場
所
を
述

べ
て
い
る
。
年
譜注

７

に
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
七
月
松
本

市
教
育
会
に
て
講
演
の
の
ち
と
あ
り
、
十
七
日
以
降
二
五
日
に

至
り
静
岡
に
出
る
と
い
う
、
山
間
に
お
け
る
民
間
伝
承
採
訪
の

一
人
旅
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
先
の
「
遠
州
奥
領
家
」（
大
11
）

も
こ
の
コ
ー
ス
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

辿
っ
て
い
く
山
間
の
道
の
至
る
処
に
あ
る
行
路
病
者
の
古

い
、
新
し
い
墓
、
仆
れ
た
馬
を
祀
る
馬
頭
観
音
の
石
塔
婆
、
こ
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う
し
た
も
の
を
見
る
と
、「
私
の
悲
し
み
は
、
故
人
の
悲
し
み

が
よ
み
が
へ
っ
て
来
る
も
の
ゝ
如
く
、
そ
の
間
つ
ね
に
新
し
く

覚
え
た
」、
ま
た
、「
な
る
ほ
ど
か
う
も
、
行
路
の
旅
に
人
間
も

馬
も
倒
れ
死
ん
で
し
ま
ふ
も
の
だ
っ
た
事
を
知
る
。
そ
れ
ほ
ど

に
も
感
じ
た
事
の
な
い
あ
り
ふ
れ
た
事
に
、
こ
れ
程
深
く
、
い

と
遙
か
な
も
の
を
心
に
感
受
す
る
の
は
、
長
い
旅
寝
を
重
ね
る

間
の
極
度
の
心
し
づ
ま
り
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
」、と「
自
注
」

に
述
懐
す
る
。

　

二
〇
一
九
年
三
月
、
筆
者
も
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収

「
夜
」
の
舞
台
で
あ
る
海
と
い
う
、
矢
矧
川
に
沿
っ
た
山
峡
の

村
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
迢
空
が
岩
村
か
ら
徒
歩
で
入
っ
た

場
所
で
あ
る
。「
夜
」
に
登
場
す
る
狂
っ
た
翁
の
家
を
探
し
て

し
ば
ら
く
歩
い
た
が
、
真
昼
で
も
薄
暗
い
道
の
あ
ち
こ
ち
に
は

馬
頭
観
音
や
非
業
の
死
を
遂
げ
た
少
年
の
塚
、水
神
を
祀
る
碑
、

苔
に
覆
わ
れ
た
何
の
塚
と
も
墓
と
も
知
れ
な
い
自
然
石
が
道
し

る
べ
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
て
、
さ
さ
や
か
な
供
花
が
枯
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
を
今
も
鮮
や
か
に
覚
え
て
い
る
。
時
折

車
が
通
り
過
ぎ
る
外
は
人
影
の
ほ
と
ん
ど
な
い
道
で
あ
っ
た
。

こ
の
道
を
歩
い
た
迢
空
の
旅
の
時
間
を
ほ
ん
の
僅
か
に
偲
ん
だ

の
で
あ
っ
た注

８

。

　

迢
空
と
そ
の
歌
を
「
黒
衣
の
歌
人
」
と
評
し
た
の
は
北
原
白

秋
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
連
作
は
大
正
十
三
年
創
刊
の
「
日
光
」

に
発
表
し
た
「
奥
遠
州
」
と
題
す
る
十
三
首
に
「
木
地
屋
」
の

連
作
と
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
供
養
塔
」「
木

地
屋
」
の
中
の
歌
を
挙
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
い
う
。

…
…
か
う
し
た
歌
の
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
が
も

つ
不
思
議
な
寂
寥
感
に
ぶ
つ
か
つ
て
、
未
だ
曾
て
見
て
な

い
ひ
と
り
の
人
の
歌
風
を
見
た
。
こ
の
沈
潜
こ
そ
容
易
な

も
の
で
は
な
い
と
知
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
写
生
に
よ
つ

て
「
人
生
の
深
奥
所
」
に
達
す
る
と
い
ふ
赤
彦
の
そ
れ
と

ち
が
つ
て
、
尋
常
人
の
鍛
錬
に
よ
つ
て
得
ら
れ
ぬ
あ
る
本

質
の
「
眼
」
や
「
五
体
」
が
寧
ろ
不
気
味
な
ほ
ど
に
底
か

ら
光
つ
て
響
い
て
来
る
の
で
あ
る注

９

。

　

つ
ま
り
、「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
か
ら
感
知
さ
れ
る
も

の
を
不
思
議
な
寂
寥
感
で
あ
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
沈
潜
と
と
ら

え
た
。
そ
れ
は
鍛
錬
な
ど
で
は
得
ら
れ
ぬ
持
っ
て
生
ま
れ
た
本

質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
万
葉
で
い

へ
ば
、
黑
人
の
境
地
を
出
発
点
と
し
て
涯
し
な
い
一
つ
の
道
に
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踏
み
出
し
た
か
の
観
が
あ
る
」
と
述
べ
、

こ
の
特
異
に
し
て
幽
鬼
の
や
う
な
経
験
者
は
、
幽
か
に
息

づ
い
て
は
山
澤
を
わ
た
り
、
ひ
そ
か
に
と
息
を
凝
ら
し
て

は
林
草
の
間
を
た
づ
ね
て
ゆ
く
。

と
続
け
る
。「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
を
含
む
旅
の
世
界
に

対
し
て
、
そ
の
独
特
の
風
貌
と
と
も
に
白
秋
の
感
性
が
鋭
く
呼

応
し
た
評
言
で
あ
っ
た
。

　

迢
空
の
山
旅
と
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
早
川
孝
太
郎

「
折
口
さ
ん
と
採
訪
旅
行注1

注

」
に
よ
る
と
、

…
…
そ
の
時
の
折
口
さ
ん
の
旅
は
、
そ
の
後
幾
度
も
聞
い

た
が
、
随
分
と
無
茶
な
冒
険
に
近
い
も
の
で
あ
つ
た
。
信

濃
の
新
野
（
下
伊
那
郡
）
か
ら
、
地
蔵
峠
を
越
え
て
、
坂

部
に
下
つ
て
居
る
、
も
ち
ろ
ん
唯
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の

道
は
昔
の
遠
州
街
道
だ
が
、
そ
の
長
い
険
し
い
路
は
実
際

に
歩
い
た
者
で
な
い
と
判
ら
な
い
。

…
…
初
め
て
の
旅
と
し
て
は
、
思
ひ
切
つ
た
路
を
選
ん
だ

も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
紀
行
は
幾
つ
か
の
歌
と
な
つ
て
載

つ
て
居
る
が
、
何
か
し
ら
そ
の
昔
の
蕉
門
一
派
の
行
脚
を

思
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
あ
の
人
々
は
旅
は
修
行
で
あ
つ

た
が
、
折
口
さ
ん
の
場
合
で
も
一
種
の
学
問
的
鍛
錬
を
思

は
せ
る
処
が
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
初
め
て
の
旅
に
し
て
は
経
路
の
過
酷
さ
や

計
画
な
ど
が
い
か
に
無
謀
で
あ
っ
た
か
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ

れ
に
も
想
像
に
難
く
な
い
。
早
川
が
迢
空
の
旅
を
評
し
た
こ
と

ば
「
学
問
的
鍛
錬
」
に
は
、
尋
常
で
は
な
い
精
神
的
な
烈
し
さ

を
感
じ
さ
せ
も
す
る
。
大
正
九
、
十
、
十
一
年
の
頃
は
講
演
や

採
訪
旅
行
に
加
え
、
執
筆
活
動
も
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
年
譜
な
ど
に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い

る
。
早
川
は
さ
ら
に
「
供
養
塔
」
の
中
の
「
人
も
馬
も
～
」
の

歌
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

険
し
い
山
道
、
馬
方
の
死
、
馬
頭
観
音
、
美
濃
の
楮
皮
商

人
の
遭
難
な
ど
、
陰
惨
な
話
も
数
々
き
い
た
。
旅
の
感
傷

が
滲
み
出
て
居
る
。
こ
の
地
帯
は
今
で
こ
そ
（
中
略
）
人

の
往
来
も
繁
く
な
つ
た
が
、
大
正
時
代
は
、
全
く
時
代
か

ら
隔
絶
し
た
別
天
地
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
け
に
外
部
か
ら
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は
入
る
者
を
固
く
拒
ん
で
居
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
旅
の
感
傷
の
滲
み
出
」
る
背
景
に
は
、
右
の

よ
う
な
数
々
の
身
を
も
っ
て
見
聞
き
し
た
現
場
体
験
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
け
し
て
自
分
一
人
だ
け
の
一
過
性
の
こ

と
と
し
て
受
け
取
ら
ず
、
ま
た
詠
わ
な
か
っ
た
点
に
こ
そ
、「
供

養
塔
」
の
も
つ
独
特
の
意
味
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
先
に
触
れ
た
「
自
注
」
の
、「
私
の
悲
し
み
は
、
故
人

の
悲
し
み
が
よ
み
が
へ
つ
て
来
る
も
の
ゝ
如
く
、
そ
の
間
つ
ね

に
新
し
く
覚
え
た
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
私
個
人
の
悲
し
み

は
、
実
は
何
代
に
も
わ
た
る
昔
の
人
々
の
悲
し
み
に
繋
が
っ
て

い
る
も
の
と
す
る
と
ら
え
方
で
あ
る
。
い
に
し
え
の
人
々
と
の

時
空
を
超
え
た
「
悲
し
み
」
の
共
有
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

「
零
時
日
記
Ⅱ
」
に
も
、
山
ま
た
山
の
奥
在
所
に
踏
み
入
っ
て

み
る
と
、
行
者
、
巡
礼
、
高
野
聖
な
ど
の
行
路
死
者
の
記
憶
を

留
め
た
場
所
が
あ
っ
た
と
い
い
、
さ
う
し
た
道
の
隈
々
に
佇
ん

で
、「
白
い
着
物
の
男
女
の
後
姿
を
目
に
し
た
杖
の
尖
や
、
鈴

の
音
の
耳
に
響
く
を
感
じ
た
」
と
記
し
て
い
る注注

注

。「
ひ
そ
け
さ
」

「
か
そ
け
さ
」
は
こ
の
よ
う
な
旅
の
中
か
ら
醸
成
さ
れ
た
用
語

で
あ
っ
た
。

　
四

　

前
後
す
る
が
先
行
文
献
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

独
自
な
領
域
を
歌
の
上
に
追
求
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
苦

心
は
、
そ
の
用
語
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
か
そ
け
し
」

「
ひ
そ
け
し
」
な
ど
い
う
こ
と
ば
が
そ
れ
で
あ
る
。
普
通

な
ら
ば
、「
か
な
し
」
と
か
「
さ
び
し
」
と
か
い
う
こ
と

ば
で
言
う
所
で
あ
る
。
然
し
、
過
去
に
お
い
て
殆
ん
ど
文

学
の
上
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
山
河
の
中
に

吸
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
果
て
た
、
名
も
無
く
こ
と
ば
も
無

き
人
々
の
、
寂
寥
極
ま
り
な
い
生
を
い
う
た
め
に
、
作
者

は
深
く
つ
き
つ
め
た
内
容
を
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
籠
め
て

い
る
の
で
あ
る
。（

岡
野
弘
彦
『
釋
迢
空
』
共
著
千
勝
重
次注1

注

）

こ
の
「
供
養
塔
」
の
連
作
は
、
詞
書
き
に
よ
っ
て
詩
意

が
補
わ
れ
る
。「
人
も　

馬
も　

路
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
ゝ
け

り
」
で
は
、そ
れ
が
現
在
な
の
か
過
去
な
の
か
分
か
ら
な
い
。

い
わ
ん
や
道
ば
た
の
供
養
塔
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
と
は
分

か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
太
古
か
ら
、
今
日
ま
で
、
旅
死

人
の
絶
え
な
か
っ
た
長
い
道
の
歴
史
を
想
像
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
ま
苦
し
い
ひ
と
り
の
旅
を

し
て
い
る
自
分
に
ま
で
、ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

だ
か
ら
下
句
は
、
一
転
し
て
自
分
が
旅
寝
を
重
ね
て
来
た

時
間
の
回
顧
な
の
で
あ
る
。�

（
山
本
健
吉
『
釋
迢
空注1

注

』）

…
…
そ
れ
は
「
か
そ
け
さ
」
や
「
ひ
そ
け
さ
」
の
実
体
が
、

即
物
的
な
動
機
か
ら
誘
因
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
得
体
の

知
れ
ぬ
な
に
か
根
源
的
な
生
の
深
部
か
ら
、
じ
わ
じ
わ
と

生
じ
て
く
る
種
の
も
の
で
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
諸

家
達
の
、
い
わ
ば
一
種
の
畏
怖
に
起
因
し
て
い
る
、
と
断

言
で
き
る
と
思
う
。�

（
岩
田
正
『
釋
迢
空注1

注

』）

下
句
の
「
旅
寝
重
な
る
ほ
ど
の　

か
そ
け
さ
」
は
、
詠
み

手
の
長
旅
の
鋭
敏
に
な
っ
た
「
心
し
ず
ま
り
」
を
意
味
す

る
と
い
う
。
詠
み
手
の
心
情
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
最

上
と
す
る
が
、
そ
の
手
前
の
解
釈
に
、「
死
ぬ
る
ま
で
の

旅
に
出
た
人
」
の
心
情
を
、
こ
の
下
句
に
見
る
の
は
許
さ

れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

（
畠
山
英
治
『
迢
空
短
歌
の
読
み注1

注

』）

　
「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
行
路
死

者
の
人
々
の
寂
寥
極
ま
り
な
い
生
を
い
う
た
め
の
、
深
く
つ
き

つ
め
た
内
容
が
籠
も
っ
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
岡
野
説
。
太
古

か
ら
今
日
ま
で
旅
死
人
の
絶
え
な
か
っ
た
長
い
道
の
歴
史
を
想

像
し
、
自
分
の
苦
し
い
一
人
旅
は
そ
の
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
故
に
（「
か
そ
け
さ
」
を
含
む
）
下
句
は
旅
寝
を
重
ね
て

来
た
時
間
の
回
顧
で
あ
る
、と
い
う
山
本
説
。「
ひ
そ
け
さ
」「
か

そ
け
さ
」
の
実
体
が
、
得
体
の
知
れ
ぬ
な
に
か
根
源
的
な
生
の

深
部
か
ら
、
じ
わ
じ
わ
と
生
じ
て
く
る
種
の
も
の
で
あ
る
、
と

述
べ
る
岩
田
説
。
さ
ら
に
、
下
句
は
詠
み
手
の
鋭
敏
に
な
っ
た

「
心
の
し
ず
ま
り
」
と
し
て
ま
ず
と
ら
え
な
が
ら
、「
死
ぬ
る
ま

で
の
旅
に
出
た
人
」
の
心
情
を
も
こ
こ
に
認
め
よ
う
と
す
る
、

畠
山
説
。

　

こ
の
よ
う
に
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
と
そ
れ
を
用
い

た
歌
の
解
釋
に
は
、
諸
説
と
も
に
深
い
読
み
込
み
の
跡
が
推
察

さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
「
人
も　

馬
も　

～
」
の
下
句
「
ほ
ど

の（
か
そ
け
さ
）」が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。こ
れ
は
迢
空
自
身
も
拘
っ

た
語
で
あ
り
、「
日
光
」（
大
15
年
１
月
号
）
に
お
け
る
「
海
山

の
あ
ひ
だ
」
の
合
評
で
も
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
諸
氏

の
指
摘
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

や
や
観
念
的
か
と
思
わ
せ
る
上
句
だ
が
、「
ほ
ど
の
」
に
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至
っ
て
、
何
も
の
か
を
強
く
嚙
み
締
め
る
か
の
韻
き
へ
と

変
じ
て
、
読
み
終
わ
っ
た
時
、
き
わ
め
て
深
々
と
し
た
韻

き
の
中
に
い
る
こ
と
を
知
る
。
が
、「
ほ
ど
の
」
の
解
釈

は
難
し
い
。「
旅
寝
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
」
等
と
解

し
て
も
、「
か
そ
け
さ
」
と
直
結
し
な
い
。
現
代
語
と
し

て
の
「
の
」
と
違
っ
て
、
直
後
に
深
い
休
止
・
間
を
作
る

か
ら
だ
。（
略注1

注

）」

「
合
評
」（
先
掲
「
日
光
」）
で
す
で
に
白
秋
が
「
ほ
ど
の
」

へ
の
疑
義
を
述
べ
て
い
る
。
迢
空
の
拘
泥
も
、
白
秋
に
う

な
が
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
少
し
理

屈
っ
ぽ
い
感
じ
を
与
え
る
こ
と
も
た
し
か
な
の
だ
が
、
し

か
し
こ
の
語
の
微
妙
な
間
が
一
首
を
歌
い
手
自
身
の
幽
暗

な
情
念
に
誘
導
す
る
鍵
語
で
も
あ
る注1

注

。

　

右
に
挙
げ
た
両
者
、
成
瀬
有
、
一
ノ
関
忠
人
が
共
通
し
て
注

目
す
る
の
は
「
ほ
ど
の
」
の
「
ほ
ど
」
の
意
味
と
と
も
に
、「
の
」

と
そ
れ
に
続
く
一
こ
ま
空
け
の
「
間
」
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、

現
代
語
の
「
の
」
と
違
っ
て
「
直
後
に
深
い
休
止
・
間
」
を
つ

く
る
、
と
い
い
、
後
者
は
「
こ
の
語
の
微
妙
な
間
が
一
首
を
歌

い
手
自
身
の
幽
暗
な
情
念
に
誘
導
す
る
鍵
語
」
と
み
た
の
で
あ

る
。
両
者
の
、
こ
う
し
た
こ
と
ば
を
探
り
探
り
追
求
す
る
部
分

に
は
、
山
本
説
の
「
旅
寝
を
重
ね
て
来
た
時
間
の
回
顧
」
と
共

通
す
る
要
素
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
岡
野
説
、
岩
田
説
、
畠
山
説
も
そ
れ
ぞ
れ
こ
と

ば
の
表
現
は
異
な
り
な
が
ら
、「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の

内
包
す
る
気
分
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
お
け
る
諸
要
素
と
し
て
、
香
川
進

の
と
ら
え
た
悲
劇
精
神
を
挙
げ
な
が
ら注1

注

、
作
品
や
成
長
期
に
起

因
す
る
欠
乏
感
・
孤
独
感
を
指
摘
し
た
の
は
千
勝
重
次
で
あ
っ

た注1
注

。
先
に
引
用
し
た
が
、「
私
の
悲
し
み
は
、
故
人
の
悲
し
み

が
よ
み
が
え
つ
て
来
る
も
の
ゝ
如
く
、
そ
の
間
つ
ね
に
新
し
く

覚
え
た
。」
と
自
注
に
い
う
こ
と
ば
に
は
、「
存
在
も
知
ら
れ
ぬ

生
を
終
わ
っ
た
人
々
へ
の
共
感
の
出
所
」
は
こ
こ
に
あ
る
、
と

述
べ
て
い
る
。「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
生
ま
れ
る
背
後

に
は
、
迢
空
が
抱
え
る
こ
う
し
た
欠
乏
感
・
孤
独
感
の
存
在
も

不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。「
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
退
会
し
「
日
光
」

に
加
わ
る
間
の
、
作
歌
活
動
の
途
切
れ
よ
う
と
し
て
寂
寥
感
を

味
わ
っ
て
い
た
頃
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
お
け
る
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
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の
誕
生
に
は
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
困
難
を
極
め
た
幾
日
も
の

山
越
え
、
沢
歩
き
の
民
間
伝
承
採
訪
の
一
人
旅
な
く
し
て
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。迢
空
の
旅
は
さ
ら
に
雪
ま
つ
り
、

花
祭
り
の
採
訪
へ
と
分
け
入
っ
て
い
く
。「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ

け
さ
」
は
そ
の
旅
の
入
り
口
で
獲
得
し
た
歌
境
で
あ
っ
た
。

　
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
以
降
、こ
の
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」

の
用
語
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
次
の

機
会
を
待
ち
た
い
。

　［
注
］

１　

折
口
信
夫
・
岡
野
弘
彦
編
『
釈
迢
空
全
歌
集
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫　

K
A
D
O
K
A
W

A

二
〇
一
六
年
六
月

２　
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
25
巻
「
去
七
尺
状
」

３　

同
26
巻
「
自
歌
自
注
」

４　
『
折
口
信
夫
手
帖
』
國
學
院
大
學
折
口
信
夫
古
代
研
究
所
編
一

九
八
七
年
十
月

注
１
『
釈
迢
空
全
歌
集
』
所
収
著
者
略
年
譜

５　
「『
釈
迢
空
集
』
追
ひ
書
き
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
25
巻

６　

北
原
白
秋
「
黒
衣
の
歌
び
と
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
21
巻
月

報
第
３
号
に
は
、「
日
光
」
創
刊
号
発
表
の
「
奥
遠
州
」
13
首

の
内
「
供
養
塔
」
か
ら
五
首
、「
木
地
屋
の
家
」
か
ら
三
首
を

引
用
し
て
論
評
し
て
い
る
。

７　

注
４
『
折
口
信
夫
手
帖
』

８　

中
西
洋
子「『
夜
』の
川
原
」歌
誌『
相
聞
』第
69
号「
相
聞
の
会
」

二
〇
二
〇
年
３
月

９　

注
６
に
同
じ

10　

早
川
孝
太
郎
「
折
口
さ
ん
と
採
訪
旅
行
」『
折
口
信
夫
全
集
』

第
15
巻
月
報
第
４
号

11　
「
零
時
日
記
Ⅱ
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
28
巻

12　

岡
野
弘
彦（
共
著
千
勝
重
次
）『
釋
迢
空
』シ
リ
ー
ズ
近
代
短
歌
・

人
と
作
品
４
桜
楓
社
出
版
一
九
六
一
年
11
月

13　

山
本
健
吉
『
釋
迢
空
』
角
川
選
書
59
角
川
書
店
一
九
七
二
年
１

月

14　

岩
田
正
『
釋
迢
空
』
紀
伊
國
屋
新
書
Ａ

－

61
紀
伊
國
屋
書
店
一

九
七
二
年
１
月

15　

畠
山
英
治
『
共
同
研
究
─
迢
空
百
歌
輪
講
Ⅰ
─
迢
空
短
歌
の

読
み
方
』
歌
誌
「
白
鳥
」
別
冊　

編
集
発
行
人
成
瀬
有
二
〇
〇

六
年
３
月

16　

成
瀬
有　

注
13
に
同
じ

17　

一
ノ
関
忠
人　

注
13
に
同
じ
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18　

香
川
進
「
釋
迢
空
─
悲
劇
精
神
に
つ
い
て
」
歌
誌
『
地
中
海
』

第
９
巻
第
３
号

19　

千
勝
重
次
（
共
著
岡
野
弘
彦
）
注
10
に
同
じ

※
引
用
し
た
資
料
の
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
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