
短
歌
様
式

に
お
け
る
詩
法

と
そ
の
連
歌
様
式

へ
の
展
開

1

詩

の
領
域
に
お
け
る
言
語
作
品

の
自
立
性
に

つ
い
て
ー

伊

藤

康

圓

わ
れ
わ
れ
が
何

か
の
意
図
や
理
由

に
よ

っ
て
、
あ
る
語
句
を
想
起

し
た
り
、

そ
れ
ら
の
語
句
を
用

い
て

一
連

の
語
句

の
つ
な
が
り
を
形
成

し
た
り
す

る
心
的

行

為
を
内
的

言
語
行
為

と
名
づ
け
、

そ
れ
ら

の
語
句
を
実
際

に
発
音
し
た
り
文

字
に
書

い
た
り
す

る
行
為

を
言
語
行
為
と
呼
ぶ

こ
と
に
す

る
。

し
た
が

っ
て
、

す

で
に
他
人

の
書

い
た
文

章
を
音
読

(
ま
た
は
暗
誦
)

し
た
り
、
他
人

の
談
話

を
筆
記

し
た
り
す

る
行
為

は
、

こ
こ
で
言
う
言
語
行
為
で
は
な

い
。

言
語
行
為
と

い
う
概
念
を
右

の
よ
う

に
規
定
す
れ
ば
、
小
説
も
論
文

も
日
常

の
談
話
も
、
す

べ
て
言
語
行
為

に
よ

っ
て
実
現
さ
れ

る
も

の
で
あ
る

こ
と

は
明

ら

か
で
あ

る
。

し
か
し
、
言
語
行
為

で
用

い
ら
れ

た
全
体
と

し
て
の

"
こ
と
ば
"

(
〃
語
句
"

ま
た
は

〃
語
句

の
つ
な
が
り
"
)
の
排
列

に
は
、
一
個

の
言
語
作
品
と

し
て
認

め

う
る
も

の
と
認
め
る
こ
と

の
で
き
な

い
も

の

(単

に
言
語
行
為

の
手
段
ま

た
は

過
程

に
す
ぎ
な

い
も

の
)
と
が
あ
る
。
ま
ず
外

形
的
な
面

か
ら
考

え
れ
ば
、
そ
の

一
連

の
こ
と
ば
が

一
個

の
言
語
作
品
と
認
め
う
る
も

の
で
あ
る
た
め
に
は
、

そ

れ
が
な

ん
ら

か
の
形

で
固
定
さ
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
般
的

に

は
文
字

に
記
載
さ
れ
た
も

の
だ
け
を
言
語
作
品
と
考
え
る

こ
と
が

で
き
る
が
、

文
字

に
書

か
れ

て
い
な

い
も

の
で
も
、

口
承
文
学
や
、
作
者

の
脳
裏

に
す

で
に

定
着

し
て
い
る
詩
歌
な
ど

は
、
言
語
作
品
と

み
な
す

こ
と
が

で
き

る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ジ

ャ
ソ
ル
に
応
じ

た
価
値

の
有
無

は
別
と

し
て
、
単

に
言
語
作
品

と
し
て
の
形
式
的
基
礎
的

な
条
件
だ
け
を
考
え

て
も
、
文
字

に
記

さ
れ
た

"
こ
と
ば
"

が
す

べ
て
そ

の
条
件

を
満

た
す

と
は
か
ぎ

ら
な
い
。

た
と

え
ぽ
、

一
個

の
単
語
や
i

単
語
を
書

い
て
相
手
に
見

せ
る
だ

け

で
も
、

場
面

や
脈
絡

に
よ

っ
て

は
、
言
語
行
為

の
意
図
や
目
的
は
達

せ
ら
れ
る

ー

単

語
に

近

い
慣
用
的
な
語
句

は
、
文
字

に
書
か
れ
た
も

の
で
も
言
語
作
品
と

は
認
め
る

こ
と
が

で
き

な
い
。
ま

た
格
言
や
標
語
や
キ

ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
な
ど
も
、

一
般

的

に
は
言
語
作
品

の
範
疇

に
は
属
さ

な
い
で
あ
ろ
う
。

文
字

に
記

さ
れ
た

一
連

の

"
こ
と
ば
"

が
言
語
作
品
と

し
て
認

め
う

る
も

の

で
あ
る
た
め
に
は
、第

一
に
、
そ
れ
に
よ

っ
て
語

ら
れ
る
内
容

(意
識
内
容
や

こ

と
が
ら
な
ど
。
以
下

〃
表

示
内
容

"
と
呼

ぶ
。
)
が

一
貫

し
た
ま
と

ま
り
を
持

ち
、

一
定

の
ジ

ャ
ソ
ル
に
属
す
る
も

の
と
し
て

の
価
値

と
自
立
性

と
を
持

つ
も

の
で

あ

る
こ
と
、
第

二
に
、
そ

の

"
こ
と
ぽ
"
が
、
言
語
行
為

の
な
さ
れ
た
場
面
や

脈
絡
か
ら
自
立

し
た
表
示
機
能

(
何
か
を
語

っ
た
り
説
明
し
た
り
す
る
機
能

)

を
持

つ
も

の
で
あ

る
こ
と
、
第

三
に
、
そ

の

∠

連

の
こ
と
ば
"
が
、
単
な
る

〃
こ
と
ば
"

と
し
て
意
識
さ

れ
る
範
囲
を
超
え

た
分
量

(長
さ
)
を
持

つ
も

の
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で
あ
る
こ
と
、

な
ど

が
必
要

で
あ

る
。

口
頭
に
よ
る
君
語
行
為

で
発
語
さ
れ

た

一
連

の
こ
と
ば

を
筆
記

し
た
も

の
で

も
、

そ
の
言
語
行
為
が
公
衆

の
面
前

で

一
定

の
テ
ー

マ
に
基
づ

い
て
な
さ
れ

た

場
合

は
、
そ

の

〃
こ
と
ば

の
排
列
"
全
体

に
対
応
す

る
表
示
内
容

の
関
連

は
、

は
じ

め
か
ら
言
語
作
品
と

し
て
書

か
れ

た
も

の
に
近

い
ま
と
ま
り
と
自
立
性
と

を
示

し
う

る
が
、
そ
れ
が

日
常

の
談
話

の
場
合

は
事
情

は
全
く
違

っ
て
く
る
。

そ
れ

は
通
常
、
日
常
生
活

の
具
体
的
な
場
面

の
状
況

に
応
じ

て
、
話

し
手
と

特
定

の
関
係
に
あ
る
特
定

の
相

手
に
向
か

っ
て
な
さ
れ

る
言
語
行
為

で
あ
る
か

ら
、
そ

こ
で
発
語
さ
れ
た

一
連

の
こ
と
ば
が
、
表
示
機
能

の
面

で
も
、
表
示
内

容

の
面
で
も
、
言
語
作
品
と
し
て
認

め
う
る
ほ
ど

の
ま
と
ま
り
と
自
立
的
価
値

を
持

つ
こ
と

は
、
ま
ず

あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
。

日
常

の
談
話

で
は
、
話

し
手
は
そ

の
言
語
行
為

の
行

な
わ
れ
る
場
面
や

脈
絡

の
助
け
に
よ

っ
て
、
そ
れ
自
体

と
し
て
は
何

を
言

っ
て

い
る

の
か
わ
か
ら
な
い

(
表
示
機
能

の
不
明
な
)
こ
と
ば

を
用

い
て
も
、
語
ろ
う
と
意
図
す

る
内
容
を

相
手

に
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ

の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば

、
日
常

の
談

話

に
用

い
ら
れ
た

〃
こ
と
ば
"

は
1

部

分
的
に
も
全
体
的

に
も

ー

そ
の
言

語
行
為

の
行

な
わ
れ
た
特
定

の
場
面
や
脈
絡

か
ら
切
り
放

し
て
は
、
表

示
機
能

が
不
明
に
な
る

こ
と
が
多

い
と

い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
表
示
機
能

の
面

で
自
立

性

に
乏
し

い
こ
と
を
意
味
す

る
。

ま
た
、
日
常

の
談
話

で
は
、

そ
こ

で
話

し
手

の
語

る
内
容

(表
示
内
容
)

は

そ

の
場
面
や
脈
絡

の
中
で
は
、
当
事
者
同
志

の
間

で
ど

れ
ほ
ど

の
重
要
性
を
持

つ
も

の
で
あ

っ
て
も
、
第

三
者

に
は
無
価
値

(無
意
味
)
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
、
そ

の
場

の
話

が
済

め
ば

、
当

人
た
ち
に
と

っ
て
も
何

の
意
味
も

な
い
も

の
に
な
る

の
が
普
通

で
あ

る
。

そ
れ

に
、
話

し
手
が
相
手

に
伝
え

よ
う
と
す

る

こ
と
が
ら
や
気
持

に
は
、

こ
と
ぽ

に
よ
る
表
示
を
経
ず

に
、
顔
や
声

の
表
情
や

身
振
り
な
ど

に
よ

っ
て
直
接
伝
達
さ
れ
る
も

の
も
多

い
の
で
あ
る
。

筆
者

(
話
し
手
)
が

一
つ
の
言
語
行
為

の
過
程

に
お
け

る
全
体

の

〃
こ
と
ば

の
排

列
"

の
中

の
そ
れ
ぞ
れ
の
箇

所
で

(
ま
た
は
、

一
つ
の
言
語

行

為

の

中

で
)
、
特
定

の
語
句
を
選

ん
で
用

い
る
行
為
を

〃
用
語
行
為
"
と
名
づ
け
、
特

定

の
こ
と
が
ら
や
意
識
内
容
を
表
示
す

る
行
為
を

〃
表
示
行
為
"
と
呼
ぶ
と
す

れ
ば
、

〃
用
語
行
為
"
や

〃
表
示
行
為
"

に
は
、
そ

の
意
図
や
理
由
や
意
味
が

そ
の
言
語
行
為

の
過
程
内

の
文
脈

の
中

で
理
解

し
う

る
場
合
と
、
そ

の
言
語
行

為

の
行

な
わ
れ

る

(ま

た
は
、
そ

の
言
語
行
為

の
前
提
と
な
る
)
場
面
や
脈
絡

と
の
関
係

に
よ
ら

な
け
れ
ば
理
解

し
え
な

い
場
合
と
が
あ

る
。
後
者

の
場
合
が

日
常

の
談
話

に
特
徴
的
な
現
象

で
あ

る
こ
と

は
言
う
ま

で
も

な
い
。

以
上

で
、
日
常

の
談
話
に
お
け
る

〃
こ
と
ぽ

"
が
、

〃
表
示
機
能

"
や

〃
表

示
内
容
"

の
面

で
も

〃
用
語
行
為
"
や

〃
表
示
行
為
"

の
面

で
も
、
言
語
作
品

と

し
て
認

め
う

る
ほ
ど

の
自
立
的
価
値

を
持
ち
え
な

い
こ
と

は
明
ら

か
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
右

の
よ
う
な
性
質
を
持
ち
、
し
か
も
き
わ

め
て
短
小

な

こ

と

ば

(
語
句

の
つ
な
が
り
)
が
、
も

し
短
歌

の
形
式
を
と

っ
た
と

し
た
ら
ど
う

い
う

こ
と

に
な

る
か
。

「
古
今
和
歌
集
」

の
中
か
ら

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

下

つ
出
雲
寺

に
人

の
わ
ざ
し
け
る
日
、
真
静
法
師

の
導
師

に
て
言

へ
り

け

る
こ
と
を
歌

に
よ
み

て
、
小
野
小
町
が
も
と

に
つ
か

は
し
け
る

安
倍
清

行
朝

臣

包

め
ど
も
袖

に
た
ま
ら
ぬ
白
玉

は
人
を
見

ぬ
目

の
涙
な
り
け

り

返
し

こ
ま
ち

お
ろ
か
な
る
涙
ぞ
袖

に
玉
は
な
す
我

は
せ
き
あ

へ
ず

た
ぎ

つ
瀬

な
れ
ば

こ
れ

は

「
恋
歌

二
」

の
中

の
贈
答

歌

で
あ
る
が
、
前

の

一
首

を
詞
書

か
ら
切
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り

は
な
し
て
読
め
ば

、
そ

の
表
示
内
容

は
、

「
隠

そ
う
と
し
て
も
袖

か
ら
流

れ

落

ち
る
私

の
涙

は
、
あ

な
た
に
逢
え

な
い
た
め
に
出

る
涙

で
す

よ
。
」

と
い

っ

た
よ
う
な
思

い

(意

識
内
容

)
だ

と
解

し
て
よ
か
ろ
う
。

と
す

る
と
、

こ
こ
で

気
に
な
る

の
は

〃
袖

か
ら
流
れ
落

ち
る
涙

"
と

い
う
よ
う
な
表
象

を
と
ら
え

る

の
に

「袖

に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
」
と

い
う
語
句
を
用

い
る
そ

の

〃
用
語

行
為

"
に

不
自

然
さ
が
感
じ
ら
れ
、

こ
の
語
句

に
は
何

か
も

っ
と
別

の
意

図

(
用
語
行
為

の
意
図
)
が
隠

さ
れ
て

い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
点

で
あ
る
。
そ

の
た

め
に
、

こ
の
歌
全
体

の

〃
表

示
行
為
"

の
意
図
も
、

い
ま
ひ

と

つ
は

っ
き
り
し
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
疑
問
を
解

き
、
作
者

の
用

語
行
為
や
表
示
行
為

の
意
図
を
明
確
に
理
解
す

る
た
め
に
は
、

(わ

か
り
切

っ

た

こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
)

こ
の
歌
を
、
そ
れ

の
詠
ま
れ
た

(
言
語
行
為

の
行

な
わ
れ
た
)
場
面
や
脈
絡
ー

こ
の
歌
が
成
立
す
る
前
提
と
な
る
場
面
や
脈
絡

l
l

を
表
示
し
た
詞
書
と
関
連
さ
せ
て
読
む

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

そ
う
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め
て
、

こ
の
歌

の

「
袖

に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
」

と

い
う
語
句
が
法
華
経

の

「
無
価

ノ
宝
珠

ヲ
其

ノ
衣
ノ
裏

二
繋
ケ
之
ヲ
与

エ
テ

去

ル
」
と

い
う
語
句
を

ふ
ま
え

て
用

い
ら
れ
て

い
る
こ
と

(
用
語

行

為

の

意

図
)
、

お
よ
び
、

「
人
」
と

い
う
語

(
の
用
語
行
為
)

に
は
、
下
出
雲
寺

で
法

事
を

し
た
故
人
と

こ
の
歌
を
贈

っ
た
相
手
と

に
対
す

る
二
重

の
指

示

機

能

が

意
図
さ
れ

て
い
る
こ
と
、

し
た
が

っ
て
、
歌
全
体

の

〃
表
示
内
容
"
も
ダ
ブ

ル

イ
メ
ー
ジ
を
形
成

し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
判
明
す

る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
返
歌

の

「
あ

な
た
の
は
い
い
加
減
な
涙
だ

か
ら
袖

に
玉
と
な

っ
て
い

る
の
で
す
。
私

の
涙

は
激
流

の
よ
う

に
は
げ
し
く
流
れ
出
る

の
で
、
と
て
も
せ

き
止

め
ら
れ

る
も

の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と

い
う

"
表
示
内
容
"
も
、
作
者
が

そ
う

い
う
意
識
内
容
を
歌
う
理
由

(
表
示
行
為

の
理
由
)
も
、

(
こ
れ
も
あ
た

り

ま
え

の
こ
と
だ
が
)
前

の
歌

の
語
句
と
そ

の
詞
書

の

〃
表
示
内
容
"
ー

つ

ま
り
、
こ

の
返
歌

の
詠

ま
れ
た
場
面
と
脈

絡
1

と
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め

て
納
得

で
き
る
し
、
ま
た
、
こ

の
歌

で
、

「
お
ろ
か
な
る
涙

は
袖

に

玉

を

な

す
」
と

い
う
語
句
を
作
者
が
用

い
た
理
由

(
用
語
行
為

の
理
由
)
も

、
前

の
歌

の

「
袖

に
た
ま
ら
ぬ
白

玉
」

と
い
う
語
句
を
前
提
と
し
て
、

は
じ

め
て
理
解

し

う

る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
歌

は
、

そ
れ
が
歌
わ
れ
た

(
言
語
行
為

の

行

な

わ

れ

た
)

場
面
や
脈
絡

か
ら
切

り
放

し
て
は
、

"
表

示
内
容

"
や

〃
表
示
機
能

"
の

面

で
も

〃
表

示
行
為
"
や

〃
用
語
行
為
"

の
面

で
も
、

完
全
に

は
理
解

し
え

な

い
点

で
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
日
常

の
談
話

と
同

等

の
も

の
に
す
ぎ

な

い
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
点
に
関
す

る
か
ぎ

り
は
、
言
語
作

品
と
し
て
の

自
立
性
を
ほ
と
ん
ど
完

全
に
喪

失
し
て
い
る
と
言
う

べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
こ

の
こ
と
は
、
逆

に
言
え
ば
、

こ
こ
で
は
詞
書

と

二
首

の
短

歌
と
の

結
合
に
よ

っ
て
、

一
つ
の

〃
歌
物
語

"
的
作
品

が
構
成

さ
れ
て

い
る
こ
と
を
意

味

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
短
歌
は

こ
の
言
語

作
品

全
体

の
話

(
表
示
内
容

)

の
中

で
、
ち

ょ
う
ど
戯
曲

に
お
け
る
せ
り
ふ

の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
て

い
る

の

で
あ
る
。

む
ろ
ん
、

い
く
ら

「
古
今
和
歌
集
」

で
も

こ
ん
な
歌
ば
か
り

で
は
な

い
し
、

詞
書

の
付

い
た
歌
が
す
べ
て

こ
の
調
子
だ
と

い
う
わ
け

で
も
な

い
。
大

半

の
短

歌

は
そ
れ
が
歌
わ
れ
た

(
そ

の
言
語
行
為
が
な
さ
れ
た
)
場
面
や
脈
絡
を
知

ら

な
く
と
も
、
理
解

で
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
短
歌
は
ー

場
面
や
脈

絡

か
ら
自
立
し
た
も

の
で
あ

っ
て
も
ー

そ

の
表
示
内

容

に
関
す

る

か

ぎ

り

は
、
言
語
作
品
と
し
て

の
自

立
的
な
価
値

を
持

つ
こ
と
は
、

ま
ず

あ
り
え

な
い

の
で
あ

る
。
そ

の
短
小
な
音
数

内

に
限
定

さ
れ
た

〃
語
句

の
つ
な
が
り
"

に
対

応
す
る

〃
表
示
内
容
"
は
量
的
に
も
微
少
な
も

の
で
あ
り
、

〃
表

示
内
容
"

と
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い
う

よ
り
、

こ
と
ば

の
意
味
内
容

に
近

い
場
合
も
多

い
か
ら

で
あ

る
。

(
こ
の

点

で
は
俳
句
も
同
様

で
あ
り
、
あ

る
意
味

で
は
い

っ
そ
う
極
端

で
あ
る
が
、

こ

こ
で
は
ふ
れ
な

い
。
)

そ
れ
な
ら
、
短
歌

の
言
語
作
晶
と
し
て

の
価
値

は
ど
う

い
う
点

に

あ

る

の

か
。
む
ろ

ん
こ
の
答
え

は

一
応
決
ま

っ
て

い
る

で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ

は
詩
作
品

と
し
て

の
価

値

に
あ
る
」
と
。
そ
れ

で
は

"
詩
作
品
と
し
て

の
価
値

"
と
は
何

か
。

一
言

で
言
え
ぼ
、
作
品
を
構
成
す
る

"
語
句

の
つ
な
が
り
"

(
〃
語
意
味

群

の
意
味
的
関
連
"
と

〃
語
音

の
つ
な
が
り
"
と

の
結

合
体

)

の
姿

自
体

の
持

つ
鑑
賞

の
対
象
と
し
て

の
価
値

で
あ
る
。

一
般

に
文

学
以
外

の
領

域

の
言
語
作
品

は
、

〃
個

々
の
表
示
内
容

の
作
品
全

体

の
関
連

"
に
お
け

る
、

そ
れ
ぞ

れ
の
ジ

ャ
ソ
ル
に
応

じ
た
情
報
伝
達

の
手
段

と
し
て

の
価
値

に
、
主
と
し
て
、

そ
の
言
語
作
品

と
し
て
の
存
在

理
由
を
置

い

て

い
る

の
に
対
し
て
、
小

説
や

戯
曲

で
は
、

〃
個

々
の
表
示
内
容

の
作
品
全
体

の
関
連

"
の
か
も

し
出
す

(戯
曲

の
場
合

は
、
登

場
人
物

た
ち
の
せ
り
ふ
の
排

列
に
よ

っ
て
間
接

的
に
表

示
さ
れ
る
)
ド
ラ

マ
の
世
界

の
鑑
賞

の
対
象

と
し
て

、

の
価
値

に
、
主
と
し
て
、
そ

の
言
語

作
品

と
し
て

の
存

在
理
由

を
賭
け

て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、

〃
詩
作
品
"

は
ー

同
じ
文
学
作
品

で
も

ー

何
か
を
表
示
し

つ
つ
形
成
さ
れ
る

"
語
句

の
つ
な
が
り
"

の

〃
そ
れ
自
体

の
姿

の
鑑
賞
的
価

値
"

に
、
言
語
作
品
と
し
て

の
存
在
理
由

の
す

べ
て
を
賭
け
て

い

る
も

の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
詩

作
品

は
、
詩

の
領

域

の
作
品

と
し
て
純
度

の
高

い
も

の
ほ
ど

"
そ

の
作
品

の
総
体

的
な

(表

示
内

容
を
含

め
て

の
)
鑑
賞

的
価
値
"

の
中

で
占

め
る

"
語
句

の
つ
な
が
り

の
姿
自
体

の
鑑
賞
的
価
値

"
の

比
重
が
高
ま

る
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
純

度

の
高

い
詩
作
品

ほ
ど
、
作
品

の
内
部

で
占

め
る

〃
表
示
内
容
"

の
役
割

は
相
対
的

に
稀
薄

に
な
る
わ
け
で
、

そ
れ

は
と
き

に
は
、
ぼ

か
さ
れ
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
す
る

の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
短
歌

に
宿
命

づ
け
ら
れ
た
表

示
内

容

の
量
的
僅

少
さ

と
価
値

の

稀
薄
さ

は
、
実

は
、
短
歌

の
詩
作
品
と
し
て

の
純
度

の
高

さ
を
、
外
的

に
保
証

す
る
も

の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
短
歌

で
は
、
そ
の
三
十

一
音

に
限
定
さ
れ

た

わ
ず

か
な

〃
語
句

の
つ
な
が
り
"

の
中

に
さ
え
、
表

示
機
能
を
持

た
な
い
語
句

(枕

詞
や
序
詞
)
が
し
ぽ

し
ぼ

用
い
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
只

で
さ
え
微
量

な
表

示
内
容
を

い

っ
そ
う
縮
小
す

る
と
と
も

に
、

そ

の

〃
語
句

の

つ
な
が
り
"

の

一

部
を
表
示
機
能

か
ら
解
放
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
詩
作
品

と
し
て
の
量
的
純
度

(
詩
作
品

に
お
け
る
語
句

の
記
号
性
や
表
示
機
能

の
破
壊
や
消
滅

の
度
合
)
を

高

め
る
働

き
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

次

に
純
粋
詩

と
し
て

の
価
値

を
持

つ
短
歌

の
実
例

を
挙
げ

よ
う
。

ぬ
ば

た
ま

の
黒
髪

山

の
山
菅

に
小
雨
降
り

し
き

し
く

し
く
思

ほ
ゆ

(
万
葉
集

・
巻
十

一
)

冒
頭

の

「
ぬ
ぽ

た
ま

の
」
と

い
う
語

に
表
示
機
能

が
な
い
の
は
、
枕
詞
だ

か

ら
当
然

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
後
続
す

る

"
語
句

の
つ
な
が

り
"
も
、

一
貫

し
た

表
示
機
能

を
持

っ
て
は

い
な
い
。

「
黒
髪
山

の
山
菅

に
小
雨
降

り
し
き
」

(序

詞
)
ま

で
は
表
示
機
能

が
あ
る
が
、

「
降

り
し
き

」
の

「
し
き
」
と

い
う
音

が

次

の

「
し
く
し
く
」
を
引
き
出
す
機
能

を
担

っ
て
い
る
た
め
に
、

そ
の
表
示
機

能
が
中
断
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
歌

の
表

示

内

容

は
、

「
し
く

し
く
思
ほ
ゆ
」
と

い
う
語
句

に
対
応

す
る
意
識
作

用
だ
け

な

の

で

あ

る
。
そ

し
て
、

こ
の
作
品
全
体

の
、
暗

い
濃

密
な
情

感
を
漂

わ
せ
る

〃
語
句

の

つ
な
が
り
"

の
魅
力

(鑑

賞
的
価
値
)
が
表
示
機
能

か
ら
解
放

さ
れ
た
序

詞
の

部
分

の
効
果

に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

郭
公
な
く
や
五
月

の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知

ら
ぬ
恋

も
す

る
か
な

(
古
今

和
歌
集

・
巻

十

一
・
恋

歌

一
)

こ
の
歌
も
表
示
内
容

は

「
あ
や

め
も
知
ら
ぬ
恋

も
す
る
か
な
」
と
い
う
語
句
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に
対
応
す

る
意
識
作
用
だ
け

で
あ
る
。
上

の
句
は
下

の
句

の

「
あ
や
め
」
と

い

う
語

の
音
を
引
き
出
す
た

め
の
も

の

(序

詞
)

で
、
下

の
句
と

の
記
号
関

係
は

な

い
。
が
、
そ

の
た

め
に
、

こ
の
部
分

(
上

の
句
)

の
語
句

は
、
こ

の
作
品
全

体

の

〃
語
句

の

つ
な
が
り
"

の
姿
自
体

に
、
実

に
さ
わ
や

か
で
甘

美

な

情

感

(
鑑
賞
的
価
値
)
を
与
え
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
詩
作
品
と
し
て

の
純

度

の
高
さ

は
、

「
新
古
今
和
歌
集
」

で
頂
点

に
達
し
た
と
言
え
よ
う
。

風
通

ふ
寝
覚

め
の
袖

の
花

の
香

に
か
を
る
枕

の
春

の
夜

の
夢

(
新
古
今
和
歌
集

・
巻

二

・
春
歌
下

・
俊
成
女
)

し
る
べ
せ
よ
跡
な
き
波

に
漕
ぐ
舟

の
ゆ
く

へ
も
知
ら
ぬ
八
重

の
潮

風

(
同
右

・
巻
十

一
・
恋
歌

一
・
式
子
内
親

王
)

こ
れ
ら

の
歌

は
表
示
機
能
を
持
た
な

い
語
句

(
枕
詞
や
序
詞
)
は
な

い
が
、

そ

の
か
わ
り

に
語
句

の
意
味
関
係
が
ぼ
か
さ
れ
て

い
る
の
で
、
当
然
表
示
内
容

に
も
ぼ

か
し
が

か
け
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、

"
語
句

の
つ
な
が
り
"
自

体
が
、
前
者

で
は
優
艷
で
官
能
的
な
、
後
者

で
は
縹
渺
と
し
た

〃
情
緒
そ

の
も

の
の
よ
う
な
姿
"

で
息

づ

い
て

い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
く
ら

「
新
古
今
和
歌
集
」

で
も

こ
ん
な
純
粋
詩
ば
か
り
が
載

っ

で
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
ま

し
て

「
古
今
和
歌
集
」
以
後

の
中
古
期

の
短
歌

で

は
、

こ
の
よ
う
な
歌

は
む

し
ろ
例
外

で
あ

っ
た
。

の
み
な
ら
ず

、
そ
れ
ら

の
多

く

は
、
詩

の
領
域
を
志
向
す

る
も

の
で
さ
え
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
当
時

の
歌

人
た
ち
ー

と
言
う
よ
り
も

一
般

の
貴
族
た
ち
ー

の
多
く

は
、
遊
戯
を
楽

し

ヘ

へ

む
よ
う

に
歌
を
作

る
こ
と
を
楽

し
ん
だ

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
享
受

す
る
側
も
、

遊
戯
を
見
て
楽
し
む
よ
う

に
歌
を
楽

し
ん
だ

の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら

こ
の
種

の
短
歌

の
場
合
、
そ

の
言
語
作
品
と
し
て

の
価
値

は
ど
う

い
う
点

に
あ

っ
た
か
。
ど

ん
な

"
語
句

の
つ
な
が
り
"
や

〃
表

示

内

容
"

で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
、
そ
れ
が
短
歌

の
韻
律
形
式

に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て

い
る
か
ぎ
り

は
、
言
語

ヘ

へ

作
品

で
あ

る
こ
と
だ
け

は
保
証
さ
れ

る
が
、
右

の
よ
う
な
短
歌

の
場
合

は
そ
れ

だ
け

で
は
な
く
、
さ
ら

に

〃
こ
と
ば
"
や

〃
表
示
内
容
"

に
機
知
や
遊
び

に
よ

る
工
夫
や
仕
掛
け
が
施
さ
れ

て
い
た

の
で
、
そ

の
言
語
作
品
と
し
て

の
価

値
や

魅
力
も
、
主
と

し
て
、

こ
う

し
た
仕
掛
け

の
面
白
さ

に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
種

の
歌

で
は
、
枕
詞
や
序
詞
も
ー
ー
純

粋
詩

の
場
合
と

は
異
な
り
ー

i
手

の
込

ん
だ
仕
掛
け

の

一
部
と
し
て
用

い
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

(
む
ろ
ん
こ

の
種

の
短
歌

に
も
、
結
果
的

に
は
美
感
や
詩
情
を
感

じ
さ
せ
る

《詩
作
品

と
し

て
の
価
値

の
認

め
ら
れ

る
》
作
品

は
少
な
く
な

い
。
)

こ
の
種

の
工
夫
や
仕
掛
け
は
、
用
語

の
面
で
は
、
た
と
え
ば

音

に
の
み
き
く

の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ

に
あ

へ
ず
消

ぬ
ぺ
し

(
古
今
和
歌
集

・
巻
十

一
・
恋
歌

一
・
素
性

法
師
)

の
よ
う

に

「
聞
く
」
を

「
菊
」

に
、

「
置
ぎ
て
」
を

「
起
き
て
」

に
言
い
掛
け

た
り
、
そ
れ
ら
を
含
む

「
音

に
の
み
き
く

の
白
露
」
と
い
う
序

詞

を

用

い

た

り
、

「
消
ぬ
」
を

「
露
」

の
縁
語
と
し
て
用
い
た
り
す
る
形
で
示
さ
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ぽ
、

吹
く
か
ら

に
秋

の
草
木

の
し
を
る
れ
ぽ

む
べ
山
風
を
嵐

と

い
ふ
ら
む

(同
右

・
巻
五

・
秋

歌
下

・
文

屋
康

秀
)

の
よ
う

に
、
歌

の
中

に
二
重

の
酒
落
を
仕
組

む
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
も

あ

る
。
ま
た
、
表
示
内
容

の
面
で
は
、

年
を

へ
て
花

の
鏡
と
な
る
水
は
ち
り
か
か
る
を
や
く

も
る
と
い
ふ
ら
む

(
同
右

・
巻

一
・
春
歌
上

・
伊
勢
)

の
よ
う

に
、
花
を
映
し
て

い
る
水
面
を

「
花

の
鏡

」
と
見
立
て
、

そ
こ
に
花

の

「
散
り
か
か

る
」

の
を
、
さ
ら

に
鏡
が

「
曇

る
」
と
見

立
て
る
、
と
い
う
形

で

示
さ
れ
た
り
す
る

の
で
あ

る
。
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ヘ

へ

と

こ
ろ

で
、
仕

掛
け

の
面
白

さ
と
は
、
仕
掛
け

を
作

る
行
為
や

工
夫

の
面
白

さ

で
は
な

い
の
か
。
そ
れ
な
ら
作

者
た
ち

の
興
味
や
関

心
は
、
作
品
自
体

よ
り

ヘ

へ

も
む
し
ろ
そ
れ
を
作
る
行
為
や
工
夫

に
向
け
ら
れ
て

い
た
と
見

る
べ
き

で
あ
ろ

ヘ

ヘ

へ

う
。

こ
の
よ
う
な
作
る

こ
と

に
対
す
る
興
味

や
関

心
は
、
歌
を
何

か
に
合

わ
せ

ヘ

ヘ

へ

て
作
る

こ
と

に
も
示
さ
れ
て

い
る

の
で
、
彼

ら
は

"
こ
と
ぽ
"

を
短

歌

の
韻
律

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

形
式
に
合

わ
せ
て
作

っ
た
だ
け

で
な
く

、
さ
ら

に
そ
れ
を
、
作

歌
行
為

の
行

わ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
る
場
面
に
合

わ
せ
て
作

る
こ
と
を
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
楽

し
ん
で
い
た

の
で
あ

る
。
前

に
引
用
し
た
清
行

と
小

町

の
贈
答

歌
は
、
そ

の
好

例
と
言
え

よ
う
。

こ

ヘ

へ

う
し
た
機
知
と
遊
び
を
交

え
た
作
る
楽

し
み

の
前

に
は
、
歌

の
言
語
作
品

と
し

て

の
自
立
性
な
ど
問
題

で
は
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
何

か
に
合
わ
せ
て
作

る
こ
と

へ
の
興
味

が
他
人

の
作

っ
た
語
句

(
〃
長
句
"

ま
た
は

〃
短
句

"
)
に
向

け
ら
れ
た
と
き
、

そ
の
語
句

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
前
句
)
に
合
わ
せ
て

一
体

と
な
る
よ
う
な
語
句

(付

句
)
を
作
る
と
い
う
未

聞

の
行
為
が
発
生
し
た
と
考
え
る

こ
と
は

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

も
し

こ
の
考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
連

歌
様
式

の
特
色
は
、
言
語
行
為

の
面

ヘ

へ

で
は
、
上
述

の
作

る
行
為
や
工
夫

の
遊

戯
性
を

一
層
徹
底

さ
せ
る
と
と
も

に
、

そ

の

〃
合

わ
せ
て
作

る
行
為

"
を
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
具
体
的

な
場
面

(連

歌

の
座
)
か
ら
完
全

に
切
り
放
し
て
、
前

句

に
付
け

る

こ
と
だ
け
に
限
定

し
た
点

に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

い
わ
ぽ
、
作

る
行
為

の
作
品
化
と

で
も
言
う
べ
き
自

立

性

が
獲
得
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

(
以
下
、

こ
の
様

式
を
連

句
に
限
定

し
て
考
察

す

る
こ
と
に
す

る
。
)

連

句

の
基
本
形
式
に

つ
い
て
、
中
村

俊
定

琉
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

三
句

一
連

は
連
句

の
基
本
的

な
形

で
あ

る
が
、
打

越
と
前
句
と

の
構
成

し

て
ゐ
る
場
か
ら
、
付
句

に
よ

つ
て
別

に
新

し
い
場
を
作

り
出
さ

な
け
れ
ば

な

ら

な
い
。

三
句
が
同
じ
世
界

に
と

父
ま

つ
て
ゐ

て
は
連
句

は
展
開

し
な
い
か

ら

で
あ

る
。

(芭
蕉
講
座

《創

元
社
)
第

一
巻
)

こ
れ

は
連
句

で
は
、

一
つ
の
表
示
内
容

は
二
句
ず

つ
の
語
意
味

の
関
連

に
よ

っ
て
完
結

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

(
つ
ま
り
、

三
句

に
わ

た

っ
て
は
な
ら
ず
)

三
句

目
の
語
句

は
二
句
目

の
語
句
と

の
関
連

に
よ

っ
て
、
ま

た
別

の
表
示
内
容

を
完
結
す

る
よ
う

に
作
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
連
句

で
は
i

百
韻

で
も
歌
仙

で
も
ー

そ
れ
ぞ
れ

の
句

は
、

二

句
ず

つ
の
間

で
し
か
表

示
内
容
を
構
成

せ
ず
、

し
た
が

っ
て
作
品
全
体
を
通
じ

て
の

一
貫

し
た
表
示
内
容
な
ど

は
、
絶
対

に
あ
り
え

な
い
よ
う

に
仕
組
ま
れ

て

い
る
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ

は

一
種

の
純
粋
詩

の
可
能
性
を
示
唆
す

る

も

の
で
は
な

い
の
か
。

し
か
し
、
連
歌
時
代

か
ら
談
林
派

の
連

句

ま

で

は
、

1

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
流
派
の
違
い
を
別
に
す
れ
ば
ー

一
般
に
連
句
の
楽

し
み
や
興
味

は
、
も

っ
ぱ
ら
前
句
を

い
か
に
受
け
と

っ
て
付
句
を
作

る

(作

っ

ヘ

へ

た
)

か
と

い
う
、
作

る
行
為
と
工
夫

の
次
元

に
と
ど
ま

っ
て

い
た

の
で
は
な

か

ろ
う

か
。
そ
れ
な
ら
、

こ
れ

は
古
今
和
歌
集
な
ど

の
短
歌

に
お
け

る
遊
戯
的
発

想
を
依
然
と

し
て
踏
襲
す

る
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ

し
て
、
芭
蕉
が

〃
匂
付
"
と
し
て
意
図
し
た

の
は
、
1

こ
う
し
た
遊
戯

的
発
想
を
超
克

し
て
ー

そ
れ
ぞ
れ

の
句
を
、
前
句

の
中

に
感
じ
ら
れ
る
余
情

や
気
分
を

た
よ
り

に
結
合
し
て
ゆ
く

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

の
余
情

や

気

分

を

"
語
句

の
つ
な
が

り
"

の
姿
自
体

に
生
か
す

こ
と

で
は
な
か

っ
た

で

あ

ろ

う

か
。
も

し
こ
の
推
測
が
正

し
け
れ
ば
、
芭
蕉

の
連
句

の
理
念

は
、
新

古
今
和
歌

集

の
詩
法

の
新
た
な
展
開
を
意
味
す

る

一
種

の
純
粋
詩

の
創
造

に
あ

っ
た
と
言

え
る

の
で
あ

る
。

し

か
し
こ
の
道
も
ま
た
、
新
古
今

の
歌
人
た
ち

の
歩
ん
だ
道
と
同
様
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上

に
、
閉
ざ
さ
れ
た
孤
独
な
道

で
あ

っ
た
。
芭
蕉

は
そ

の
こ
と
に

気
づ

い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
i

「
此

道
や
行
人
な
し

に
秋

の
暮
」
と
。
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