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一
つ
の
作
品
に
対
し
て
複
数
の
作
者
を
有
し
、
「
転
じ
」
│
│
句
を
詠
み
連
ね
て
ゆ
く
際
に
、
次
々
に
世
界
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く

こ
と
│
│
を
重
ん
ず
る
付
合
文
芸
で
あ
る
「
連
句
」
は
、
そ
の
源
流
に
あ
た
る
中
世
の
連
歌
と
と
も
に
、
日
本
文
学
史
上
、
と
り
わ

け
特
異
な
文
学
形
態
を
も
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
芭
蕉
の
連
句
、
す
な
わ
ち
「
蕉
風
連
句
」
は
、
名
実
と
も
に
そ
の
頂
点
を
極
め
た

も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、
貞
門
・
談
林
俳
諧
に
遡
っ
て
、
蕉
風
に
至
る
ま
で
の
作
風
の
変
遷
を
検
証

し
た
論
考
な
ど
が
備
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
連
句
の
付
合
手
法
の
分
析
や
作
風
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
十
分
に
研
究
が
及

で
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
連
句
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
、
有
効
な
方
法
論
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

ん

 

そ
こ
で
、
俳
論
や
作
法
書
に
よ
っ
て
作
句
理
論
を
確
認
し
、
そ
れ
を
投
影
さ
せ
な
が
ら
実
作
品
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
連
句

の
研
究
方
法
と
し
て
、
現
時
点
で
は
一
番
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
蕉
風
俳
論
に
お
け
る
付
合
論
な
ど
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
連
句
研
究
の
基
盤
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
蕉
風
俳
論
に
つ
い
て
研
究
す
る
場
合
、
芭
蕉
自
身
が
俳
論
を

残
し
て
い
な
い
た
め
、
ま
ず
芭
蕉
の
門
人
た
ち
の
説
を
整
理
し
た
り
、
俳
論
用
語
の
研
究
を
通
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
全
体
像
を

構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
能
勢
朝
次
、
尾
形
仂
、
白
石
悌
三
、
堀
切
実
、
復
本
一
郎
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
先
人
が
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
で
あ
る
が
、
門
人
の
な
か
で
も
特
に
、
許
六
や
去
来
の
俳
論
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
研

究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
蕉
風
俳
論
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
歌
論
・
連
歌
論
を
視
座
に
入

れ
た
検
討
が
成
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
る
。 

は
じ
め
に                                                         
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本
研
究
は
、
蕉
風
俳
論
を
、
中
世
歌
論
か
ら
近
世
後
期
の
伝
書
に
至
る
ま
で
の
巨
視
的
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
な
が
ら
、
よ

り
広
範
囲
な
視
野
を
も
っ
て
史
的
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
蕉
風
俳
論
に
説
か
れ
て
い
る
式
目
論

や
付
合
手
法
な
ど
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
以
前
の
歌
論
・
連
歌
論
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
証
し
、
ま

た
芭
蕉
以
後
の
広
義
の
蕉
門
系
伝
書
を
博
捜
し
て
、
そ
の
後
に
ど
う
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
を
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、

俳
論
を
扱
う
際
に
は
、
な
る
べ
く
実
作
品
と
の
対
応
を
確
認
し
な
が
ら
検
証
す
る
よ
う
努
め
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
、
最
終

に
は
、
蕉
風
連
句
の
作
風
研
究
の
た
め
の
基
盤
と
な
る
方
法
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

的

   

第
Ⅰ
部
に
は
、
連
句
付
合
の
分
析
方
法
や
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
試

論
」
と
し
て
ま
と
め
て
掲
出
し
た
。
第
一
章
で
は
、
芭
蕉
の
門
人
た
ち
の
式
目
作
法
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
付
合
文
芸
に
お

け
る
「
転
じ
」
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
宗
匠
・
連
衆
ら
が
式
目
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意

識
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
一
節
は
、
芭
蕉
の
門
人
の
な
か
で
も
特
に
論
客
と
し

て
知
ら
れ
る
許
六
と
支
考
の
俳
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
式
目
に
対
す
る
考
え
方
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節

で
は
、
『
去
来
抄
』
の
「
故
実
」
篇
を
取
り
上
げ
、
連
歌
論
で
説
か
れ
て
い
る
式
目
作
法
論
と
比
較
し
な
が
ら
再
検
討
す
る
こ
と
で
、

蕉
風
俳
論
の
独
自
性
を
追
究
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
具
体
的
な
付
合
の
分
析
方
法
と
し
て
、
試
み
に
「
恋
離
れ
の
句
」
に
着
目
し
、

本
論
文
の
構
成 

  

本
論
文
は
、
第
Ⅰ
部
「
蕉
風
連
句
付
合
論
│
│
そ
の
分
析
と
方
法
」
、
第
Ⅱ
部
「
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
の
付
合
文
芸
史
的
考

察
」
、
第
Ⅲ
部
「
蕉
風
発
句
論
へ
の
視
座
│
│
「
題
・
本
意
」
と
「
実
感
・
実
情
」
と
」
よ
り
成
る
。 
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第
Ⅱ
部
は
、
蕉
風
連
句
の
付
合
手
法
を
分
析
す
る
た
め
に
、
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
の
な
か
か
ら
主
な
手
法
を
取
り
上
げ
て
論

じ
て
い
る
。
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
と
は
、
付
句
の
案
じ
方
を
三
法
（
有
心
付
、
会
釈
、
遁
句
）
に
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

細
分
化
し
た
も
の
を
、
七
名
（
有
心
、
向
付
、
起
情
、
会
釈
、
拍
子
、
色
立
、
遁
句
）
に
分
類
し
、
さ
ら
に
具
体
的
な
句
の
付
け
方

を
八
体
（
其
人
、
其
場
、
時
節
、
時
分
、
天
相
、
時
宜
、
観
相
、
面
影
）
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
、
蕉
風
伝
播
に
大
き
く
寄
与
し

た
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
付
合
手
法
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
宮
本
三
郎
の
「
蕉
風
連
句
手
法
の
一
考
察
│
│
〈
向
附
〉

を
中
心
に
│
│
」
（
『
蕉
風
俳
諧
論
考
』
笠
間
書
院
、
昭
和
四
九
年
）
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
本
研
究
に
お
い
て
は
新
た
に
、
連
歌

論
と
の
か
か
わ
り
か
ら
蕉
門
系
伝
書
ま
で
の
史
的
流
れ
の
な
か
に
「
七
名
八
体
」
を
位
置
付
け
て
考
察
を
試
み
た
。
第
一
章
で
は
、

蕉
門
系
伝
書
・
俳
論
書
を
参
照
し
な
が
ら
、
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
が
い
か
に
近
世
俳
壇
に
お
い
て
浸
透
し
、
ま
た
変
質
し
て
い

っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
第
二
章
は
、
芭
蕉
に
よ
っ
て
極
め
ら
れ
た
、
蕉
風
連
句
を
象
徴
す
る
手
法
で
あ
る
「
匂
付
」
と
、
「
七
名

八
体
」
説
に
お
い
て
案
じ
方
「
三
法
」
中
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
「
有
心
付
」
と
を
同
一
視
す
る
通
説
に
疑
義
を
呈
し
た
。
続
く
第

三
章
は
、
「
有
心
付
」
に
属
す
る
案
じ
方
で
あ
る
「
起
情
」
に
つ
い
て
分
析
し
、
「
景
」
か
ら
「
情
」
へ
と
転
ず
る
付
合
手
法
と
し

て
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
案
じ
方
「
三
法
」
の
一
つ
で
あ
り
、
「
遁
句
」
と
同
体
別
名
で
あ
る

「
会
釈
」
に
つ
い
て
、
乾
裕
幸
「
「
あ
し
ら
ひ
」
考
」
（
『
初
期
俳
諧
の
展
開
』
桜
楓
社
、
昭
和
四
三
年
）
を
受
け
た
か
た
ち
で
、

蕉
門
系
伝
書
・
作
法
書
に
お
け
る
そ
の
後
の
展
開
を
追
っ
た
。
第
五
章
は
、
「
会
釈
」
に
属
す
る
案
じ
方
と
し
て
、
色
彩
を
も
っ
て

付
合
を
仕
立
て
る
「
色
立
」
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
、
史
的
検
証
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
連
歌
論
に
お
け
る
類
似

の
手
法
の
指
摘
か
ら
、
蕉
門
系
伝
書
に
お
い
て
「
色
立
」
の
手
法
が
転
用
さ
れ
て
ゆ
く
ま
で
の
展
開
を
論
じ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
、

俳
諧
一
般
に
お
け
る
色
彩
表
現
を
テ
ー
マ
に
、
蓼
太
の
俳
論
か
ら
色
彩
に
つ
い
て
論
じ
た
説
を
紹
介
し
、
ま
た
「
色
立
」
の
手
法
の

発
句
な
ど
へ
の
転
用
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
用
例
を
引
き
な
が
ら
確
認
し
得
た
。 

蕉
風
連
句
で
は
ど
の
よ
う
な
句
で
恋
の
世
界
を
転
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
を
連
歌
・
初
期
俳
諧
・

元
禄
俳
諧
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
蕉
風
連
句
に
お
け
る
「
転
じ
」
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
務
め
た
。
第
三
章
は
、
従
来
か
ら
「
三
句

の
わ
た
り
」
で
し
か
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
連
句
の
鑑
賞
方
法
に
つ
い
て
、
連
歌
論
・
俳
論
に
お
け
る
記
述
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
一
巻
全
体
を
見
渡
し
た
歌
仙
論
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。 
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許
六
と
支
考
│
│ 

 
                      

 
 

 

 

第
Ⅲ
部
は
、
連
句
論
を
離
れ
て
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
発
句
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
は
、
和
歌
以
来
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
「
本
意
」
が
、
蕉
風
俳
論
に
お
い
て
「
本
情
」
と
し
て
受
容
さ
れ
て
か
ら
、
「
新
し
み
」

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
追
究
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章
で
は
、
「
題
詠
」
の
問
題
に
つ
い
て
、

歌
論
、
連
歌
論
、
俳
論
を
通
史
的
に
眺
め
な
が
ら
、
「
題
」
に
対
す
る
意
識
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
「
実

景
」
と
の
か
か
わ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
第
三
章
は
、
前
章
の
「
実
景
」
す
な
わ
ち
実
感
実
情
の
問
題
を
発
展
さ
せ
、
芭

蕉
の
詩
人
と
し
て
の
鋭
い
感
性
の
働
き
や
そ
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
、
「
触
覚
」
と
い
う
「
体
性
感
覚
」
に
通
ず
る
感
覚
に
着
目
し

た
認
知
科
学
的
な
切
り
口
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。                                              

 

   

第
Ⅰ
部 

蕉
風
連
句
付
合
論
│
│
そ
の
分
析
と
方
法 

    

一
章 

蕉
門
の
式
目
・
作
法
観                                            

 

第

 
 

 

付
合
文
芸
に
お
い
て
、
一
巻
の
変
化
と
秩
序
を
保
つ
た
め
の
基
準
と
な
る
の
が
式
目
で
あ
る
。
式
目
作
法
に
対
す
る
芭
蕉
の
柔
軟

な
態
度
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
門
人
た
ち
の
式
目
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
蕉
門
の
論
客
で
あ
る
許
六
と
支
考
の
式
目
観
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
芭
蕉

の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
証
し
た
。 

第
一
節

蕉
門
の
式
目
観
│
│

                                   

- 5 -



 

 
 

 

」
篇
に
み
る
式
目
・
作
法
観
│
│
連
歌
式
目
と
俳
諧
式
目
│
│ 

 

  

二
人
の
見
解
に
つ
い
て
整
理
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
両
者
と
も
に
「
差
合
の
事
は
時
宜
に
も
よ
る
べ
し
」
（
『
三
冊
子
』
）
と
い
う

芭
蕉
の
見
解
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
則
的
に
芭
蕉
に
は
式
目
の
よ
う
な
も
の
を
残
す
意
志

が
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『
宇
陀
法
師
』
に
よ
る
と
、
許
六
に
は
式
目
を
書
き
残
そ
う
と
す
る
意
識
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
許
六
は
、
俳
壇
に
お
け
る
式
目
離
れ
の
風
潮
を
正
す
た
め
に
、
『
連
歌
新
式
』
の
よ
う
な
式
目
伝
授
の
「
型
」
の
必
要
性

を
説
き
、
伝
授
し
て
ゆ
く
た
め
の
式
目
と
し
て
、
『
連
歌
新
式
今
案
』
に
準
じ
た
『
俳
諧
新
々
式
』
を
執
筆
し
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ

う
と
努
め
た
の
だ
っ
た
。 

よ

 

一
方
、
支
考
の
式
目
観
は
、
基
本
的
に
は
既
成
の
式
目
に
準
じ
て
い
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
点
な
ど
、
許
六
よ
り
も
芭
蕉
の
考

え
方
に
近
い
と
い
え
る
。
支
考
は
、
式
目
の
存
在
意
義
│
│
式
目
と
は
連
句
一
巻
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ

と
│
│
に
つ
い
て
繰
り
返
し
強
調
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
さ
え
い
れ
ば
、
差
合
に
つ
い
て
は
臨
機
応
変
に
判
断
し
て
よ
い
の

だ
主
張
し
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
支
考
の
著
し
た
式
目
書
『
二
十
五
条
』
の
内
容
が
、
蕉
風
俳
論
の
諸
説
を
整
合
し
、
統
合
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
式
目
の
内
容
が
、
積
極
的
に
芭
蕉
の
説
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
を
明
ら
か
に
し
た
。                 

 

こ

  

『
去
来
抄
』
の
「
故
実
」
篇
は
、
主
に
俳
諧
の
法
式
に
対
す
る
蕉
門
の
考
え
が
ま
と
め
ら
れ
た
章
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

安
永
四
年
版
『
去
来
抄
』
の
板
本
に
こ
の
章
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
秘
伝
的
な
色
相
が
強
い
」
と
い
う
復
本
一
郎
氏
に
よ
る
指
摘

が
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
に
関
し
て
は
い
ま
だ
に
具
体
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
こ
れ
を
連
歌
・
俳
諧
式
目
、

そ
し
て
連
歌
論
や
貞
門
・
談
林
の
俳
論
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
蕉
門
の
式
目
観
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
こ

こ
で
は
と
く
に
、
連
句
に
お
け
る
花
の
句
の
扱
い
方
、
脇
・
第
三
の
留
め
方
、
無
季
の
発
句
や
恋
の
句
数
の
問
題
、
切
字
論
に
つ
い
て
取
り

上
げ
て
い
る
。  

 

第
二
節

『
去
来
抄
』
「
故
実
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そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
説
の
な
か
に
は
す
で
に
、
連
歌
論
に
お
い
て
も
か
な
り
同
様
の
認
識
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
た
と
え
ば
、
無
季
の
発
句
を
容
認
す
る
記
述
は
、
『
連
歌
至
宝
抄
』
（
天
正
十
四
年
成
）
に
も
み
ら
れ
、
ま
た
恋
の
句
を
一
句
で
捨
て

も
よ
い
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
『
宗
祇
袖
下
』
（
延
徳
元
年
以
前
に
成
立
）
な
ど
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。 

て
  

し
か
し
、
今
回
取
り
上
げ
た
説
の
な
か
で
も
、
芭
蕉
が
去
来
の
詠
ん
だ
桜
の
花
の
句
を
「
正
花
」
と
し
て
認
め
た
点
や
、
「
切
字
に
用
ふ

る
時
は
、
四
十
八
字
皆
切
字
な
り
」
と
い
う
切
字
論
な
ど
に
つ
い
て
は
、
独
自
の
認
識
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
切
字
論
に

つ
い
て
は
、
従
来
の
連
歌
論
な
ど
が
、
す
べ
て
の
切
字
を
列
挙
し
て
示
す
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
故
実
」
篇
で
は
切
字
の
本

質
論
の
み
を
記
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
斬
新
な
切
り
口
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
読
者
に
蕉
風
の
独
自
性
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
、

来
が
「
故
実
」
篇
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
を
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。 

去

 
 

  
 

  

第
二
章 

「
恋
離
れ
の
句
」
考                                               

 
                                     

 

「
恋
離
れ
の
句
」
と
は
、
前
句
が
恋
の
句
で
あ
る
場
合
、
そ
の
前
句
に
付
け
れ
ば
恋
の
句
と
な
る
が
、
そ
の
句
一
句
だ
け
独
立
し
て
は
恋

の
意
を
も
た
な
い
句
の
こ
と
を
い
う
。
蕉
風
連
句
に
お
け
る
「
転
じ
」
の
特
徴
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
「
恋
離
れ
」
を
取
り
上
げ

こ
と
は
、
付
合
の
内
容
を
「
恋
」
か
「
非
恋
」
か
と
い
う
二
元
的
な
規
準
で
み
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。 

る

  

先
行
研
究
と
し
て
は
、
蕉
風
連
句
に
お
け
る
恋
離
れ
の
パ
タ
ー
ン
を
五
つ
に
分
類
し
た
島
居
清
の
「
芭
蕉
連
句
・
恋
離
れ
の
説
」
（
『
ビ

ブ
リ
ア
』
九
十
五
号
、
平
成
二
年
刊
）
が
あ
る
が
、
こ
の
分
類
方
法
に
は
曖
昧
な
点
が
あ
る
と
考
え
、
本
章
で
は
、
許
六
の
「
神
祇
・
釈
教

・
恋
・
無
常
の
句
、
旅
に
て
離
る
ゝ
所
多
し
。
当
流
、
旅
・
恋
の
句
難
儀
に
し
て
、
又
よ
き
句
も
旅
・
恋
に
あ
り
」
（
『
宇
陀
法
師
』
）
と

い
う
説
を
ふ
ま
え
て
、
新
た
に
よ
り
明
解
な
分
類
を
試
み
た
。
「
恋
離
れ
の
句
」
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る 

“
素
材
（
こ
と
ば
）
”
に
着
目

し
て
、
そ
れ
ら
を
〈
述
懐
〉
、
〈
無
常
〉
、
〈
旅
〉
、
〈
神
祇
〉
、
〈
釈
教
〉
、
〈
食
物
〉
、
〈
降
物
〉
、
〈
聳
物
〉
、
〈
地
名
〉
、
〈
夜

分
〉
、
〈
水
辺
〉
、
〈
山
類
〉
、
〈
居
所
〉
、
〈
衣
類
〉
、
〈
生
類
〉
、
〈
植
物
〉
、
〈
花
〉
、
〈
そ
の
他
〉
の
十
八
種
類
に
分
類
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
『
冬
の
日
』
以
後
の
半
歌
仙
以
上
の
全
蕉
風
連
句
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
、
連
歌
、
俳
諧
之
連
歌
、
初

期
俳
諧
、
元
禄
俳
諧
の
調
査
結
果
と
比
較
・
分
析
し
て
み
た
。 
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付
合
文
芸
で
あ
る
連
歌
、
も
し
く
は
連
句
を
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
「
三
句
の
渡
り
」
の
み
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
「
転
じ
」
の
巧
妙
さ
に
つ
い
て
論
ず
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
連
歌
論
・
俳
論
の
な
か
か
ら
、
「
連
句
一

巻
」
を
全
体
的
に
眺
め
て
論
じ
て
い
る
説
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
連
句
一
巻
を
対
象
と
し
た
「
総
評
論
」
を

現
さ
せ
る
た
め
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

〈
地
名
〉
〈
食
物
〉
と
も
に
、
恋
を
日
常
生
活
の
中
へ
位
置
づ
け
る
こ
と
で
転
じ
を
は
か
ろ
う
と
い
う
、
蕉
風
連
句
の
「
転
じ
」
に
対
す

姿
勢
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

る

 

実

 

じ
つ
は
連
歌
論
・
俳
論
と
も
に
、
一
巻
全
体
を
作
品
と
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
意
識
に
基
づ
い
た
言
説
は
、
早
く
か
ら
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
「
序
破
急
」
の
用
語
に
よ
っ
て
具
体
的
な
一
巻
の
展
開
を
説
明
す
る
論
は
、
二
条
良
基
の
連
歌
論
以
来
、

芭
蕉
以
後
の
蕉
門
系
伝
書
に
至
る
ま
で
、
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
序
破
急
」
と
懐
紙
の
表
裏
と
の
対
応
関
係

に
つ
い
て
は
、
時
代
ご
と
に
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
連
歌
の
場
合
は
百
韻
興
行
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

天
和
期
以
降
の
俳
諧
は
歌
仙
興
行
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
興
期
以
降
の
俳
論
に
お
い
て
さ
え
、
す
べ
て
百

  

そ
の
結
果
、
先
の
「
旅
に
て
離
る
ゝ
所
多
し
」
と
い
う
記
述
に
反
し
て
、
蕉
風
連
句
の
恋
離
れ
に
は
〈
旅
〉
の
句
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
む

し
ろ
〈
食
物
〉
や
〈
地
名
〉
を
詠
み
込
ん
だ
句
の
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
〈
地
名
〉
の
句
が
恋
離
れ
と
し
て
効
果
的
に
働
く
理
由
と
し
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
が
内
包
す
る
歌
枕
的
意
義
や
歴
史
的
背
景
な
ど
が
、
連
衆
の
発
想
を
豊
か
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
蕉
風
連
句
に
お
け
る
恋
離
れ
の
一
割
以
上
を
占
め
る
〈
食
物
〉
の
句
は
、
連
歌
の
世
界
で
詠
み
残
さ
れ
た
素
材
で
あ
り
、
俳
諧
之
連

歌
か
ら
初
期
俳
諧
へ
と
、
恋
離
れ
と
し
て
詠
ま
れ
る
割
合
が
徐
々
に
増
加
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蕉
風
連
句
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
恋

が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
芭
蕉
は
、
そ
れ
ら
の
恋
の
ロ
マ
ン
を
「
食
」
に
ま
つ
わ
る
生
活
の
一
側
面
を
詠
む
こ
と
で
日
常
化
し
、
転
じ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

  
 

                                                   
 

第
三
章

連
句
一
巻
総
評
論
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第
一
章 

座
の
文
芸
理
論
│
│
支
考
の
七
名
八
体
説
の
浸
透
と
変
質                      

 

     

付
合
文
芸
で
あ
る
連
句
は
、
現
在
、
「
座
」
の
文
学
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
連
歌
の
「
座
」
に
お
い
て
は
、
連
衆

の
根
本
精
神
が
「
本
意
」
尊
重
に
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
俳
諧
に
お
い
て
は
、
連
衆
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
我
」
の
主
張
が
芽
生
え
出

し
て
き
て
、
「
座
」
の
性
格
も
、
時
代
と
と
も
に
変
質
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。 

    

と
こ
ろ
が
、
第
Ⅱ
部
の
第
三
章
以
下
で
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
は
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
そ
の

個
々
の
手
法
が
誤
用
・
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
「
案
じ
方
」
（
前
句
か
ら
の
趣
向
の
立
て
方
）
を
説
く
「
七

名
」
よ
り
も
、
「
付
け
方
」
（
付
句
の
句
作
の
方
法
）
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
い
た
「
八
体
」
の
方
が
重
視
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別

々
に
説
か
れ
る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
座
」
の
文
学
と
し
て
の
連
句
に
お
い
て
、
一
巻
の
変
化
を
重
視
し
て
考
案
さ
れ
た
の
が
、
支
考
の
「
七
名
八
体
」

説
で
あ
っ
た
。
連
句
の
付
合
手
法
に
つ
い
て
平
易
に
説
い
た
こ
の
説
は
、
医
学
の
脈
法
や
料
理
の
献
立
な
ど
に
も
譬
え
ら
れ
な
が
ら
、

美
濃
派
系
俳
論
書
を
は
じ
め
、
蕉
門
系
俳
論
書
・
伝
書
な
ど
に
お
い
て
幅
広
く
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

第
Ⅱ
部 
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
の
付
合
文
芸
史
的
考
察 

韻
形
式
を
規
準
と
し
た
「
一
巻
論
」
に
な
っ
て
い
る
の
も
奇
妙
な
点
で
あ
る
。
そ
の
要
因
は
、
そ
れ
ら
歌
仙
論
の
ほ
と
ん
ど
が
、
相

変
わ
ら
ず
連
歌
論
の
踏
襲
に
終
始
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。 
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第
二
章 
蕉
風
連
句
に
お
け
る
「
有
心
付
」
の
検
証
│
│
「
有
心
付
」
は
「
匂
付
」
に
あ
ら
ず
│
│ 

こ
の
よ
う
に
「
七
名
八
体
」
説
は
、
支
考
の
提
唱
以
来
、
連
句
か
ら
発
句
の
時
代
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
な
か
で
も
な
お
、
時
代
に
応
じ

て
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
、
重
ん
じ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
員
外
」
と
し
て
設
け
ら
れ
た
「
空
撓
」
と
い
う
手
法

に
つ
い
て
は
、
付
合
の
方
法
を
限
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
七
名
八
体
」
説
の
抱
え
る
限
界
を
補
う
も
の
と
し
て
、
今
後
と
く
に
注

目
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

 

蕉
風
連
句
の
付
合
を
象
徴
す
る
「
匂
付
」
と
は
、
支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
に
即
し
て
み
た
場
合
、
通
常
、
案
じ
方
「
三
法
」
の

一
つ
で
あ
る
「
有
心
付
」
に
当
た
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
こ
の
理
解
に
疑
義
を
呈
し
て
、
「
有
心
付
」
と
「
匂

」
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
証
を
試
み
た
。 

付

 

蕉
風
俳
論
に
お
け
る
「
匂
」
の
用
例
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
支
考
が
「
匂
ひ
」
に
つ
い
て
「
百
句
が
百
句
の
う
ち
に
皆
こ
も
れ
る
」

も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
「
有
心
付
」
の
み
を
あ
え
て
「
匂
付
」
と
呼
ぶ
の
は
、
俳
論
史
的
に
や
は
り
誤
認
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
「
第
一
を
有
心
付
と
い
ふ
。
和
歌
の
有
心
に
し
て
、

無
心
に
対
せ
ず
。
細
に
前
句
の
姿
情
を
見
つ
く
し
て
、
一
字
一
言
に
心
を
賦
る
故
也
」
（
『
俳
諧
十
論
』
）
と
い
う
言
説
に
つ
い
て
、

傍
線
部
に
示
し
た
「
和
歌
の
有
心
」
を
正
し
く
把
握
で
き
な
か
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
有
心
付
」
の
「
有
心
」
と
は
、
従
来
か

ら
解
釈
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
余
情
」
や
「
妖
艶
な
美
」
な
ど
と
い
っ
た
作
品
の
内
容
に
則
し
た
概
念
で
は
な
く
、
定
家
の
説
く
「
有

心
体
」
の
よ
う
に
、
作
者
の
心
の
持
ち
よ
う
に
関
わ
る
理
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
支
考
の

説
い
た
「
有
心
付
」
と
は
、
前
句
の
隅
々
に
至
る
ま
で
十
分
に
心
を
尽
く
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
付
句
を
趣
向
す
る
案
じ
方
の

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
匂
付
」
、
つ
ま
り
「
余
情
付
」
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。
な
お
支
考

が
「
前
句
の
言
外
を
見
つ
く
し
聞
つ
く
し
て
」
（
『
俳
諧
十
論
』
）
と
述
べ
て
い
る
点
も
、
同
じ
く
「
有
心
付
」
が
「
余
情
」
「
余

韻
」
的
な
案
じ
方
で
あ
る
と
い
う
誤
認
を
助
長
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
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連
句
に
お
け
る
「
起

」
の
手
法
を
め
ぐ
っ
て                  

 
 

 
 

 

 

さ
ら
に
、
実
際
に
美
濃
派
を
中
心
と
し
た
蕉
門
系
伝
書
に
お
け
る
「
有
心
付
」
の
証
例
を
調
査
し
た
結
果
、
「
有
心
付
」
と
は
「
余

情
付
」
的
な
要
素
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
句
意
付
」
的
な
要
素
を
多
分
に
も
っ
た
案
じ
方
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。 

 

   

「
起
情
」
と
は
、
「
七
名
八
体
」
の
三
法
の
う
ち
の
「
有
心
付
」
に
属
す
る
七
名
の
一
つ
で
、
叙
事
・
叙
景
句
が
二
句
以
上
続
い
た
場
合
、

人
情
の
句
を
付
け
て
転
じ
る
案
じ
方
を
い
う
。
本
章
で
は
、
こ
の
手
法
が
支
考
の
『
俳
諧
十
論
』
（
享
保
四
年
自
跋
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸

種
の
蕉
門
系
俳
論
書
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
そ
の
俳
論
史
上
の
展
開
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
す

で
に
宮
脇
真
彦
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
の
俳
論
書
で
は
、
人
情
の
句
で
あ
る
前
句
か
ら
さ
ら
に
別
の
情
を
起
こ
す
手
法
を
「
起

情
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
確
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
野
坡
の
『
俳
諧
二
十
一
品
』
（
宝
永
七
年
成
）
の
中
で
説
か
れ
て

い
る
「
情
を
押
す
」
と
い
う
手
法
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
「
起
情
」
の
用
法
が
変
化
し
た
背
景
と
し
て
、
当
時
、
前
句
の

に
注
目
し
て
付
句
を
案
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 
 

第
三
章

蕉
風

情

                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

情

  

そ
も
そ
も
「
起
情
」
と
は
、
「
景
」
（
景
気
の
句
）
と
「
情
」
（
人
情
の
句
）
の
問
題
に
着
目
し
た
案
じ
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
巻
中

の
「
景
」
「
情
」
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
す
る
意
識
は
、
は
や
く
兼
載
の
連
歌
論
で
あ
る
『
連
歌
延
徳
抄
』
（
延
徳
二
～
三
年
頃
の
成
立
か
）

に
、
「
こ
の
二
句
は
、
前
の
句
景
気
な
る
を
、
心
ば
か
り
に
て
付
侍
り
。
又
、
景
気
風
情
に
て
付
ま
じ
く
候
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

歌
に
お
い
て
も
ま
た
、
「
起
情
」
の
手
法
に
準
ず
る
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。 

連

  

次
い
で
、
こ
の
「
起
情
」
の
手
法
が
連
歌
、
芭
蕉
以
前
の
俳
諧
、
元
禄
俳
諧
、
蕉
風
連
句
に
お
い
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
た
の
か
を
検
証
し
た
。
す
る
と
、
見
立
て
や
擬
人
法
が
多
用
さ
れ
、
人
事
句
の
多
い
芭
蕉
以
前
の
俳
諧
で
は
、
「
景
」
か
ら
「
情
」
へ
の

転
じ
が
あ
ま
り
効
果
的
に
機
能
し
て
い
な
い
の
に
比
し
て
、
「
景
気
」
の
句
を
、
擬
人
法
な
ど
を
用
い
ず
「
景
」
そ
の
も
の
と
し
て
詠
む
連

歌
や
蕉
風
連
句
で
は
、
「
起
情
」
の
手
法
が
転
じ
に
際
し
て
よ
り
効
果
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
し
得
た
。 
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第
五
章 

「
色
立
」
と
い
う
手
法 

 

第
四
章 

蕉
風
俳
論
に
お
け
る
付
合
用
語
と
し
て
の
「

あ
し
ら
ひ

会
釈
」
の
変
遷    

 
              

 

  
「
七
名
八
体
」
説
の
支
柱
を
成
す
「
三
法
」
│
│
「
有
心
付
」
「
会
釈
」
「
遁
句
」
│
│
の
な
か
で
も
、
「
会
釈
」
（
あ
し
ら
ひ
）

は
、
連
歌
論
か
ら
蕉
風
俳
論
に
至
る
ま
で
、
唯
一
幅
広
く
頻
出
し
て
い
た
付
合
用
語
で
あ
る
。
そ
の
付
合
文
芸
史
に
お
け
る
変
遷
に

つ
い
て
は
、
乾
裕
幸
の
「
「
あ
し
ら
ひ
」
考
」
（
桜
楓
社
、
昭
和
四
三
年
）
が
先
行
研
究
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
。
同
論
考
は
、
「
あ

し
ら
ひ
」
と
い
う
用
語
が
連
歌
論
か
ら
貞
門
・
談
林
の
俳
論
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
蕉
風
俳
論
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
証

す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
連
俳
文
芸
史
そ
の
も
の
の
概
況
」
を
提
示
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
の
研
究
成
果
を
受
け
て
、

支
考
の
「
七
名
八
体
」
説
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
会
釈
」
の
手
法
を
中
心
に
、
芭
蕉
以
降
の
俳
論
や
作
法
書
な
ど
に
お
け
る

あ
し
ら
ひ
」
の
変
遷
に
つ
い
て
、
俳
論
史
的
な
概
観
を
試
み
た
。 

  

「

 

『
俳
諧
十
論
』
に
よ
る
と
、
支
考
の
説
く
「
会
釈
」
と
は
、
前
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
詞
の
縁
に
よ
っ
て
句
を
付
け
る
手
法
の
こ
と

で
は
な
く
、
前
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
人
物
の
服
装
や
、
そ
の
辺
り
に
あ
り
そ
う
な
道
具
な
ど
を
付
け
る
手
法
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
、
蕉
風
俳
論
に
お
い
て
新
た
に
提
唱
さ
れ
た
「
あ
し
ら
ひ
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
蕉
門
系
伝
書
な
ど

に
お
け
る
展
開
を
検
証
し
た
結
果
、
「
あ
し
ら
ひ
」
と
い
う
語
は
、
支
考
に
よ
る
「
会
釈
」
の
提
唱
を
境
に
、
そ
れ
以
降
は
ほ
ぼ
支

考
流
の
「
会
釈
」
の
概
念
に
準
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
縁
語
の
連
想
で
付
け
る
と

い
う
貞
門
・
談
林
以
来
の
「
あ
し
ら
ひ
」
の
用
法
は
、
蕉
門
系
俳
論
書
な
ど
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
詞
同
士
の
連
想
で
付
け
る
と
い
う
「
物
付
」
に
よ
る
付
合
手
法
が
、
芭
蕉
以
後
の
俳
諧
に
お
い
て
は
、
極
度
に
軽

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
応
じ
て
い
よ
う
。 
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第
一
節 

「
色
立
」
の
付
合
文
芸
史
的
考
察 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
           

 

 

こ
の
節
で
は
、
第
一
節
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
「
色
立
」
と
い
う
付
合
手
法
が
発
句
の
案
じ
方
へ
と
転
用
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
つ

  
 

第
二
節 

色
彩
表
現
と
俳
諧
│
│
「
色
立
」
の
手
法
の
転
用
を
め
ぐ
っ
て
│
│        

 

 
 

  

色
彩
に
関
す
る
表
現
は
、
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
に
お
い
て
、
そ
の
表
現
世
界
を
豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
色
彩
を
も
っ
て
句
（
歌
）
を
仕
立
て
る
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
理
論
的
に
体
系
化
し
た
の
は
、
支
考

の
「
七
名
八
体
」
説
で
あ
っ
た
。
「
七
名
」
の
一
つ
「
色
立
」
と
は
、
前
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
題
材
に
つ
い
て
、
付
句
で
こ
れ
を
色

彩
を
も
っ
て
応
じ
る
手
法
を
い
う
。
ま
た
支
考
の
『
俳
諧
十
論
』
に
「
色
立
は
気
色
の
取
合
せ
に
し
て
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
「
景
」
に
「
景
」
を
付
け
る
手
法
で
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
中
興
期
以
降
の
蕉
門
系
俳
論
書
に
お
け
る
「
色
立
」
の
証
例
を
分
析
す
る
と
、
「
色
立
」
と
は
、
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を

帯
び
た
景
気
の
句
で
あ
る
前
句
に
対
し
て
、
さ
ら
に
異
な
る
色
彩
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
景
気
の
句
を
付
け
出
し
て
ゆ
く
手
法
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
付
合
は
、
一
句
中
の
色
彩
語
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
句
と
付
句
が
同

色
の
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
色
彩
相
互
の
照
応
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

系

 

と
こ
ろ
が
、
第
四
章
に
述
べ
た
「
起
情
」
の
手
法
同
様
、
「
色
立
」
に
お
い
て
も
ま
た
、
誤
用
も
し
く
は
転
用
さ
れ
て
ゆ
く
現
象

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
「
色
立
」
の
場
合
は
、
支
考
の
「
色
立
」
か
ら
の
転
用
に
も
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
題
材
の
色
に
応
じ
て
色
彩
で
付
け
て
い
る
証
例
も
あ
れ
ば
、
景
気
の
句
相
互
の
付

合
に
な
っ
て
い
な
い
付
合
例
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
色
立
は
気
色
の
取
合
せ
」
と
い
う
支
考
の
言
説
を
敷
衍
し
た
た
め
か
、

許
六
が
『
宇
陀
法
師
』
で
示
し
た
「
景
気
付
」
の
証
例
と
混
同
し
て
、
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
付
合
用
語

し
て
の
枠
を
越
え
て
、
発
句
の
案
じ
方
に
も
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。 

と
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い
て
、
よ
り
広
範
囲
な
蕉
門
系
伝
書
・
俳
論
書
の
調
査
を
元
に
検
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
蓼
太
の
『
附
合
小
鏡
』
（
安
永
四
年
刊
）

に
お
け
る
「
色
字
の
事
」
と
い
う
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、
色
彩
表
現
に
着
目
し
て
句
（
歌
）
を
仕
立
て
る
手
法
が
、
長
い
詩
歌
史
の

か
で
は
じ
め
て
俳
論
に
お
い
て
理
論
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
。 

な
 

俳
論
書
に
お
け
る
「
色
立
」
の
発
句
論
へ
の
転
用
が
確
認
で
き
る
最
も
早
い
例
は
、
安
永
二
年
の
序
を
も
つ
『
俳
諧
提
要
録
』
（
鳥

酔
述
、
烏
明
・
百
明
編
）
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
「
一
、
発
句
に
は
其
場
、
其
人
、
時
分
、
天
相
、
観
相
、
面
影
、
色
立
、
時

候
、
竪
の
句
」
と
し
て
発
句
の
案
じ
方
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
色
立
」
と
い
う
付
合
手
法
が
発
句
の
案
じ
方
へ
と
応
用

さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
中
興
期
以
降
、
俳
諧
の
中
心
が
連
句
か
ら
発
句
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
推
移
に
伴
い
、
蕉
門
系
俳
論
書
に
お
い
て
は
、
「
色
立
」
以
外
の
付
合
用
語
│
│
「
七
名
八
体
」
説
の
な
か
の
「
八
体
」

や
、
連
句
の
付
様
の
按
配
を
示
す
「
移
り
・
響
き
・
匂
ひ
」
と
い
っ
た
用
語
に
至
る
ま
で
│
│
ま
で
も
が
、
発
句
論
に
転
用
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
の
で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
蓼
太
が
自
ら
の
俳
論
の
な
か
で
色
彩
語
の
使
用
を
積
極
的
に
唱
え
て
い
た
理
由
と
し
て
は
、
蓼
太
の
め
ざ
し
た
「
風

姿
」
を
重
視
す
る
「
姿
情
論
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
人
々
に
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
色
彩
表
現
は
、
格
好
の
手
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
「
色
字
の
事
」
と
い
う
説
は
ま
た
、
発
句
の
作
法
に
つ
い
て
ま
と
め
た
『
発
句
小
鑑
』
（
天
明
七

年
刊
）
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。
色
彩
感
豊
か
な
句
（
歌
）
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
近
世
に
限
ら
れ
た
特
徴
で
は
な
く
、
古
く

は
『
万
葉
集
』
の
頃
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
世
に
お
い
て
色
彩
論
が
俳
論
に
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
元
禄
期
以

て
、
時
代
が
よ
り
豊
か
な
色
彩
的
感
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

  

第
Ⅲ
部 

蕉
風
発
句
論
へ
の
視
座
│
│
「
題
・
本
意
」
と
「
実
感
・
実
情
」
と 

降
の
町
人
文
化
の
発
達
に
伴
っ
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一
章 

蕉
風
俳
論
に
お
け
る
「
本
意
」
の
一
考
察                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

第
二
章 

「
題
」
の
俳
論
史
│
│
心
の
題
、
詞
の
題
│
│    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 

  

第

   

「
本
意
」
と
は
、
和
歌
の
世
界
で
生
ま
れ
、
連
歌
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
先
行
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
、
蕉
風
俳
論
で
は
、

「
本
意
」
と
は
や
や
異
な
っ
た
「
本
情
」
と
い
う
独
自
の
新
し
い
概
念
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章

で
は
、
新
た
に
「
本
意
」
と
「
本
情
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
歌
論
、
連
歌
論
、
蕉
風
俳
論
と
い
う
流
れ
の
な
か
に
蕉
風
の
「
本

」
論
を
位
置
づ
け
、
そ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
「
本
意
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。 

意

  

ま
ず
芭
蕉
の
門
人
と
し
て
の
去
来
、
許
六
、
支
考
の
俳
論
に
お
け
る
「
本
意
」
の
説
を
整
理
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
「
本
意
」
の
と
ら
え
方
の
違
い
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
本
意
」
を
尊
重
す
る
去
来
・
支
考
と
、
「
本
意
」
よ
り
も
「
俳
諧

の
花
」
で
あ
る
「
新
し
み
」
を
重
視
す
る
許
六
と
の
間
に
、
微
妙
な
意
識
の
相
異
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
三
者

も
「
本
意
」
を
尊
重
す
る
傾
向
に
あ
り
、
「
新
し
み
」
も
「
本
意
（
情
）
」
の
枠
内
で
追
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

と

  

次
に
、
蕉
風
俳
論
の
な
か
で
最
も
芭
蕉
の
言
説
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
『
去
来
抄
』
に
「
俳
諧
は
新
し
き
趣
を
専
ら
と
す
と
い
へ
ど
も
、

物
の
本
情
を
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
も
し
そ
の
事
を
う
ち
返
し
て
い
ふ
に
は
、
品
あ
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
「
本

意
」
と
「
新
し
み
」
の
関
係
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
歌
合
な
ど
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
「
本

意
」
を
逆
説
的
に
表
現
す
る
と
い
う
手
法
が
、
俳
諧
に
お
い
て
は
「
本
意
」
を
「
う
ち
返
し
て
い
ふ
」
と
い
う
俳
諧
ら
し
い
手
法
と
し
て
改

て
評
価
さ
れ
、
そ
の
「
新
し
み
」
の
表
現
方
法
と
し
て
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
し
得
た
。   

 

め

  

「
題
」
と
は
、
題
詠
に
お
け
る
主
題
の
こ
と
で
あ
り
、
和
歌
史
な
ど
は
ほ
ぼ
「
題
詠
」
の
歴
史
を
辿
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
と
こ

ろ
が
、
連
歌
・
俳
諧
に
お
い
て
は
「
題
」
と
い
う
概
念
が
、
一
句
に
お
け
る
主
題
と
い
う
意
味
で
の
「
題
」
か
ら
、
季
語
、
つ
ま
り

「
季
題
」
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
近
世
俳
論
史
に
お
い
て
発
句
の
「
題
」
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
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芭
蕉
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
は
、
研
究
史
上
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
鋭
い
感
性
の
働
き
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
分

析
す
る
方
法
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
芭
蕉
の
発
句
表
現
に
つ
い
て
、
「
触
覚
」
を
介
し
た
「
体

性
感
覚
」
の
働
き
に
着
目
し
、
認
知
科
学
的
な
切
り
口
を
取
り
入
れ
な
が
ら
検
証
を
試
み
た
。
「
体
性
感
覚
」
と
は
、
身
体
中
の
諸

感
覚
の
異
な
っ
た
働
き
を
統
合
す
る
感
覚
の
こ
と
で
あ
り
、
認
知
科
学
の
分
野
で
は
「
触
覚
」
が
主
に
こ
れ
に
当
た
る
感
覚
で
あ
る

し
て
、
他
の
四
感
覚
に
対
す
る
そ
の
優
位
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
追
っ
て
み
た
。
具
体
的
に
は
、
『
俳
諧
古
雅
談
』
（
己
蝶
著
、
木
吾
校
、
宝
暦
七
年
刊
）
に

お
け
る
発
句
論
の
趣
旨
を
一
つ
の
基
準
と
し
て
、
貞
門
・
談
林
を
経
て
蕉
門
、
そ
し
て
中
興
期
以
後
に
至
る
ま
で
の
蕉
門
系
俳
論
書

ど
に
つ
い
て
、
発
句
に
関
す
る
説
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
検
証
し
た
。 

な
 

そ
の
結
果
、
連
歌
に
お
け
る
季
題
論
を
引
き
継
い
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
貞
門
・
談
林
俳
諧
に
対
し
、
俳
諧
独
自
の
「
題
」
に
対
す

る
意
識
の
萌
芽
は
、
蕉
風
俳
論
に
お
い
て
は
じ
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
「
季
題
」
中
心
の
作
句
に
な
っ
て
ゆ
く
俳

諧
史
に
対
し
て
、
天
明
・
安
永
期
を
境
と
し
て
、
俳
論
の
な
か
で
「
詞
の
題
」
（
季
題
）
で
は
な
く
、
「
心
の
題
」
（
主
題
）
を
積

極
的
に
重
視
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
得
た
。
そ
し
て
、
「
題
詠
」
と
「
実
景
詠
」
と
の

意
識
の
対
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
世
和
歌
の
状
況
を
検
証
し
た
鈴
木
健
一
氏
の
論
考
「
歌
題
の
近
世
的
展
開
」
（
和
歌
文
学
会
編
『
論

集
〈
題
〉
の
和
歌
空
間
』
笠
間
書
院
、
平
成
四
年
）
に
指
摘
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
、
俳
論
に
お
い
て
も
「
題
詠
」
と
「
実
感
実
情
」

詠
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
題
」
に
関
す
る
問
題
は
、
近
代
に
も
通
ず
る
重

な
テ
ー
マ
で
あ
る
。 

 

要

 

と

 

芭
蕉
の
句
の
な
か
に
は
「
さ
ゞ
れ
蟹
足
は
ひ
の
ぼ
る
清
水
哉
」
の
よ
う
に
、
皮
膚
の
接
触
感
覚
と
い
う
意
味
で
の
「
触
覚
」
を
働

か
せ
て
詠
ま
れ
た
も
の
も
確
か
に
あ
る
が
、
あ
え
て
、
諸
感
覚
を
統
合
す
る
「
触
覚
」
の
働
き
を
見
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

 
 

 

│
発
句
表
現
に
お
け
る
「
触
覚
」
の
は
た
ら
き
│
│  

 
 

第
三
章

詩
人
芭
蕉

感
性
の
覚
醒
│
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お
わ
り
に 

       
 

     

芭
蕉
の
卓
抜
し
た
感
覚
の
働
き
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
藻
に
す
だ
く
白
魚
や
取
ら
ば
消
ぬ
べ
き
」
は
、
視

覚
と
と
も
に
触
覚
を
働
か
せ
る
こ
と
で
白
魚
の
は
か
な
さ
を
十
分
に
表
現
し
得
て
い
る
し
、
「
石
の
香
や
夏
草
赤
く
露
暑
し
」
が
単

な
る
写
生
句
に
終
始
し
て
い
な
い
の
は
、
芭
蕉
が
温
度
感
覚
・
視
覚
・
嗅
覚
を
複
合
的
に
働
か
せ
た
「
体
性
感
覚
」
に
よ
っ
て
、
そ

の
情
景
を
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
し
か
表
せ
な
い
よ
う
な
事
柄
も
、
「
触
覚
」
の
働
き
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読

者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
麦
の
穂
を
便
に
つ
か
む
別
れ
か
な
」
が
、
自
ら
の
惜
別
の
情
の
深
さ
に
つ

い
て
「
麦
の
穂
の
よ
う
に
、
握
り
し
め
て
も
何
の
手
応
え
も
な
い
よ
う
な
も
の
に
さ
え
す
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、

「
触
覚
」
の
働
き
を
借
り
て
詠
み
表
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
「
対
象
」
の
と
ら
え
方
お
よ
び
、
そ
の

語
成
立
に
は
、
複
合
的
な
五
感
の
働
き
│
│
つ
ま
り
「
体
性
感
覚
」
の
働
き
が
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

言

  

本
論
文
は
、
主
に
蕉
風
俳
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蕉
風
俳
諧
（
発
句
・
連
句
）
の
作
風
研
究
の
方
法
を
確
立
す
る
た
め

の
基
盤
を
築
い
た
も
の
で
あ
る
。
付
合
研
究
の
多
様
な
方
法
論
を
追
究
す
る
試
み
や
、
「
七
名
八
体
」
説
の
個
々
の
手
法
に
つ
い
て

の
史
的
検
証
は
、
蕉
風
連
句
の
作
風
研
究
お
よ
び
連
句
一
巻
論
の
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま

た
発
句
論
に
つ
い
て
も
、
概
説
的
な
レ
ベ
ル
の
考
察
に
留
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
題
」
の
問
題
な
ど
、
近
代
俳
句
に
も
通
ず
る
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今
後
の
課
題
と
し
て
、
蕉
風
連
句
の
研
究
に
お
い
て
は
、
「
七
名
八
体
」
の
な
か
で
も
「
有
心
付
」
と
「
会
釈
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、

歌
論
・
連
歌
論
を
視
野
に
入
れ
た
よ
り
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
し
、
本
研
究
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
「
拍
子
」
や
「
遁
句
」

の
手
法
も
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
元
禄
俳
壇
で
流
行
し
た
「
景
気
付
」
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
解
明
し
て
ゆ
き
た
い

考
え
て
い
る
。 

と

 

世
界
的
に
も
特
異
な
文
学
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
「
連
句
」
は
、
近
年
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
西
欧
や
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
で
も
注
目
さ

れ
て
お
り
、
国
際
的
に
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
今
後
の
研
究
の
展
望
と
し
て
は
、
詩
学
と
し
て
、
日
本
文
学
史
上
の
み
な
ら
ず
、

国
際
的
な
位
置
づ
け
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
蕉
風
連
句
の
文
芸
的
な
価
値
に
つ
い
て
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、

連
句
の
作
風
分
析
に
向
け
て
研
究
を
続
け
て
行
き
た
い
と
考
え
る
。
本
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
基
礎
作
り
は
ひ
と
ま
ず
成
さ

れ
た
と
考
え
て
い
る
。 

                                                       
 

よ
う
な
重
要
な
問
題
が
い
く
つ
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。 
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