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「
詞
」
は
、
従
来
我
園
に
お
い
て
は
研
究
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ

た
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
中
田
勇
次
郎
氏
な
ど
に
「
詞
」
に
つ

い
て
の
著
作
が
あ
り
、
現
に
幾
つ
か
の
注
解
の
書
も
公
け
に
さ
れ
て

は
い
る
が
、
こ
の
た
び
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
室
回
と
し
て
本
書
の
刊
行

さ
れ
た
こ
と
は
甚
だ
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

今
後
、

、
「
ノ
。 「

詞
」
の
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
有
盆
な
指
針
と
な
る
と
言
え
よ

さ
て
、
本
書
は
氏
の
翠
位
論
文
を
主
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

篇
目
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

序
説第

一
章

第
二
章

上
篇第

一
章

第
二
章

第
三
章

下
篇

「
詞
」
の
語
義
と
韻
文
様
式
と
し
て
の
「
詞
」

詩
と
調

唐
五
代
詞
論

詞
源
流
考

温
飛
卿
調
論

五
代
詞
論

北
宋
詞
論

書

許

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

綜
論

張
子
野
詞
論

柳
者
卿
詞
論

蘇
東
坂
詞
論

周
美
成
詞
論

(
な
お
、
こ
れ
ら
各
論
稿
の
聞
に
数
篇
の
附
考
及
び
附
論
が
挿
入

ほ
と
ん
ど
が
考
詮
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
捜
検
の
幅
康
さ
と
着
眼
の
鋭
さ
に
は
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
。
)
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し
篇
目
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

「
詞
」
の
語
義
か
ら
読
き
お
こ

「
詩
」
と
「
詞
」
の
閥
速
、
唐
五
代
詞
、
北
宋
詞
と
論
を
進
め
、

北
宋
ま
で
の
「
詞
」
を
ほ
ぼ
徐
す
と
こ
ろ
な
く
説
い
て
お
り
、
初
問
問
子

の
者
で
も
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
「
詞
」
に
つ
い
て
の
認

識
を
充
分
持
ち
得
る
と
言
え
る
。
全
瞳
を
通
じ
て
堅
貫
で
か
っ
ち
り

と
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
並
々
な
ら
ぬ
労
作
で
あ
る

Q

特
に
、
北
宋
に

お
け
る
「
詞
」
の
展
開
を
観
る
中
で
張
先
(
子
野
)

の
存
在
に
注
目

さ
れ
、
張
先
と
蘇
東
坂
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
貼
な
ど
は
氏
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の
卓
見
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
第
作
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う

な
卓
見
を
数
多
く
含
み
な
が
ら
も
、
評
者
の
讃
後
感
は
何
か
樟
然
と

し
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
樟
然
と
し
な
い
も
の
を
疑
問

の
形
で
幾
っ
か
提
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
第
一
に
、
氏
は
そ
の
周
美
成
調
論
の
冒
頭
で
、

H

警
来
の

論
者
た
ち
は
、
中
園
に
お
け
る
停
統
的
な
文
皐
批
評
の
常
道
と
し
て
、

概
ね
結
論
的
な
短
鮮
を
黙
続
す
る
の
み
で
あ
る
H

と
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、

ま
さ
に
そ
れ
が
氏
自
身
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
最
も
頴
著
な
の
は
蘇
東
城
詞
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
三
節
「
東

域
詞
の
特
色
」
に
お
い
て
、
氏
は

H

日
常
の
見
聞
の
黙
描
に
絶
妙
の

筆
致
を
一
不
す
μ

例
と
し
て
「
涜
渓
沙
」
を
あ
げ
、
そ
れ
に
績
け
て
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る

Q

H

そ
し
て
や
が
て
は
軽
妙
に
し
て
克
明
な
描
寓
に
加
え
、
そ
の
中

に
人
生
の
す
が
た
を
卒
静
に
親
照
し
、
深
い
感
慨
を
さ
り
げ
な
く
寓

す
る
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
は
、
日
常
生
活
の
ひ
と
こ
ま
を

描
き
な
が
ら
も
、
問
中
な
る
寓
賓
を
こ
え
て
、
ひ
ろ
い
象
徴
性
を
備
え

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

H
2二
七
頁
)

」
の
後
に
「
定
風
波
」
と
「
臨
江
仙
」
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
て

あ
る
の
だ
が
、

一
睡
ど
う
い
う

そ
れ
は
原
文
と
書
き
下
し
の
み
で
、

黙
が

H

ひ
ろ
い
象
徴
性
を
備
え
て
い
る
μ

の
か
全
く
論
述
が
な
い
の

で
あ
る
。
引
用
し
た
作
品
に
つ
い
て
、
氏
自
身
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
作
品
と
封
崎
す
る
姿
勢
を
示
し
て
論
述
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
、

護
者
は
氏
の
意
見
を
ま
さ
し
く
拝
聴
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
次
に
は
「
鵡
鵠
天
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ま
た
原
文
と
書

き
下
し
だ
け
で
H

達
人
の
境
地
μ

な
ど
と
抽
象
的
に
言
わ
れ
て
も
、

そ
の
作
品
の
い
か
な
る
貼
が

w
達
人
の
境
地
μ

を
開
示
し
て
い
る
の

か
の
吟
味
が
な
く
て
は
、
讃
者
は
取
り
つ
く
し
ま
も
な
い
。
こ
れ
で

は
東
波
詞
概
説
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
謹
不
足
は
張
子
野
詞
論
の
中
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に
も
見
ら
れ
る
。
張
子
野
詞
の
特
色

そ
の
一
一
一
(
警
句
)
に
お
い
て
、

氏
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

H

そ
し
て
警
句
を
重
ん
ず
る
と
い
う
の
は
、
創
作
す
る
側
か
ら
い

え
ば
、

一
字
一
旬
の
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
す
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
そ
れ
は
や
は
り
こ
う
し
た
卒
静
な
日
常
的
な
感
情
の
表
出
と
い

う
こ
と
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
と
思
う

Q

少
な
く
と
も
そ
れ
は
激

情
の
表
現
と
は
結
び
つ
き
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
μ

つ
二

O
頁
)

警
句
を
重
ん
ず
る
こ
と
が
一
字
一
句
の
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
す
こ



と
に
な
る
と
い
う
の
も
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

何
故
卒
静
な
日
常
的
感
情
の
表
現
に
つ
な
が
り
、
少
な
く
と
も
激
情

の
表
現
に
は
結
び
つ
き
難
い
と
言
い
得
る
の
か
、
全
く
理
解
に
苦
し

む
ω

こ
の
こ
と
は
創
作
と
い
う
管
掲
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

り
、
充
分
に
掘
り
下
げ
た
論
詮
が
是
非
と
も
必
要
な
は
ず
で
あ
る

J

そ
も
そ
も
、
こ
の
警
句
を
張
子
野
詞
の
特
色
と
す
る
と
い
う
立
論
白

瞳
が
論
詮
不
足
な
の
で
あ
る

Q

氏
が
あ
げ
ら
れ
た
「
張
コ
一
影
」
に
つ

い
て
の
宋
人
の
記
事
は
、
張
子
野
の
作
品
を
受
け
取
る
側
か
ら
の
評

語
で
あ
り
、
そ
の
記
事
に
、

H

此
れ
余
が
生
一
午
意
を
得
た
る
所
な
り
μ

と
い
う
張
子
野
の
「
張
三
影
」
に
閲
す
る
言
葉
が
載
せ
ら
れ
て
は
い

て
も
、
そ
れ
が
即
ち
張
子
野
自
身
が
常
に
警
句
を
作
る
こ
と
に
意
を

注
い
で
い
た
と
い
う
確
謹
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

」
の
記
事
を
も
と
に
し
て
、

H

仁
宗
朝
に
お
け
る
詞
風
の
轄
襲
を
見

出
し
得
る
H

と
論
断
す
る
の
は
非
常
に
危
険
で
あ
る

Q

も
っ
と
具
韓

的
に
張
子
野
の
作
品
に
即
し
て
論
蓋
し
て
ゆ
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
Q

外
的
詮
接
を
あ
げ
る
だ
け
で
、
作
品
自
韓
の
分
析
に
よ
る
内
的

謹
操
を
明
示
し
な
く
て
は
論
と
し
て
不
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
ω

こ

の
後
に
先
に
引
用
し
た
部
分
が
績
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
、

書

二平

こ
の
一
節
自
瞳
が
非
常
に
納
得
の
い
か
な
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る

G

第
二
貼
と
し
て
は
、
周
美
成
詞
論
に
お
い
て
、
氏
は
中
園
に
お
け

る
従
来
の
許
を
幾
っ
か
あ
げ
な
が
ら
周
美
成
詞
の
特
色
を
論
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
結
局
は
周
美
成
を
宋
詞
の
第
一
人
者
、
集
大
成
者
と
す

る
そ
れ
ら
の
評
の
再
確
認
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
は
否
め

な
く
、
な
ん
ら
新
鮮
さ
の
感
じ
ら
れ
ぬ
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
評
者
は
不
満
を
禁
じ
得
な
い
。
中
園
停
統
の
評
債
と

い
う
も
の
は
、
民
の
い
わ
ゆ
る
「
雅
俗
の
見
」
に
左
右
さ
れ
る
程
度

一-137ーー

が
大
き
い
の
で
あ
っ
て
、
周
美
成
を
宋
詞
の
集
大
成
者
と
す
る
評
債

に
閲
し
て
も
、
宋
詞
全
睦
を
見
渡
し
た
上
で
の
、
現
在
「
詞
」
に
取

り
組
ん
で
い
ら
れ
る
氏
濁
自
の
肉
撃
の
見
解
を
お
聞
き
し
た
か
っ
た
、

と
い
う
の
は
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。

「
詞
」
の
護
生

た
と
え
ば
、

嘗
初
か
ら
の
大
き
な
テ
l

マ
で
あ
る
閤
怨
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
艶
調
に

闘
し
て
は
、
周
美
成
は
柳
永
の
到
達
し
た
境
地
を
一
歩
も
出
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
「
花
開
集
」
の
世
界
へ
逆
戻
り
し
て
い
る
よ
う
に
評
者

に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
う
し
た
も
の
に
全
く
言
及
さ

れ
て
い
な
い

J

ま
た
、
引
用
さ
れ
る
作
品
も
、

「
瑞
龍
吟
」
や
「
蘭
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陵
王
」
な
ど
の
、
従
来
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
宋
詞
の
集
大
成
者
だ
と
さ
れ
る
周
美
成
だ
か
ら
こ

そ
、
従
来
引
用
さ
れ
る
作
品
ば
か
り
を
引
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
幅
買
い
、
多
角
的
な
面
か
ら
と
ら
え
た
周
美
成
論
を
展
開
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
評
者
は
考
え
る
の
で
あ
る

Q

次
に
、

「
雲
議
集
」
を
は
じ
め
と
す
る
敦
陸
の
曲
子
詞
に
つ
い
て

の
氏
の
取
り
扱
い
に
も
非
常
な
不
満
を
禁
じ
得
な
い
。
氏
も
本
書
の

中
で
「
雲
謡
集
」
に
つ
い
て
何
度
か
燭
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
附
考
と

さ
れ
た

は
考
詮
に
闘
す
る
論
考
で
し
か
な
く
、

「
雲
謡
集
小
考
」

「
雲
議
集
」
の
作
品
そ
の
も
の
に
闘
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い

「
雲
謡
集
」
に
つ
い
て
は
王
重
民
氏

ら
に
校
訂
の
書
が
あ
り
、
中
で
も
任
二
北
氏
の
「
敦
憧
曲
校
録
」
が

の
は
片
手
落
ち
で
は
な
い
か
。

著
名
で
あ
る

Q

し
か
し
、
任
氏
の
書
は
非
常
に
溺
断
的
な
校
訂
が
目

に
つ
き
、
ま
た
誤
り
も
多
く
、
そ
の
権
威
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い

な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
も
本
書
の
中
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
柳
永
の
慢
詞
の
技
法
と
民
間
の
作
品
と
の
関
連
を
迫

求
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

そ
の
一
つ
の
手
掛
り
を
輿
え
て
く
れ
る
の
が
「
雲
議
集
」
を
は
じ
め

と
す
る
敦
煙
の
曲
子
詞
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
詮
の

み
で
は
な
く
、
専
論
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
近
年

の

「詞」

研
究
の
先
陣
を
切
っ
て
い
ら
れ
る
氏
の
著
書
の
中
に
、

「
雲
謡
集
」
に
関
す
る
専
論
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
は
非
常
に
残
念

な
こ
と
で
あ
る
。

「
雲
謡
集
」
の
中
に
も
、
氏
が
柳
永
の
句
法
の
特

色
の
一
つ
と
さ
れ
た
、
上
三
下
回
と
な
る
七
言
句
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

堪
嬉
興
公
子
王
孫

(
傾
盃
楽
)

浬
身
掛
締
羅
装
束

揮
身
掛
異
種
羅
裳
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(
同
前
)

(
内
家
矯
)

こ
う
し
た
例
と
柳
永
と
の
闘
連
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
「
雲
議
集
」
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
作
品
の
作
風
と
の
関
連
は

ど
う
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
氏
の
論
述
を
要
求
す
る

の
は
見
嘗
違
い
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ο

ま
た
、
柳
永
に
よ
っ
て
端
緒

を
切
ら
れ
た
と
さ
れ
る
慢
詞
の
研
究
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ

れ
白
檀
の
詞
史
に
お
け
る
位
置
付
け
の
た
め
に
も
「
雲
謡
集
」
に
つ

い
て
も
っ
と
論
及
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

Q

第
四
貼
は
、
本
書
を
讃
ん
で
、

「
詞
」
に
お
け
る
漢
文
書
き
下
し



の
方
式
に
劃
す
る
疑
問
が
あ
ら
た
め
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

Q

「
詩
」
に
お
い
て
は
、
書
き
下
し
方
式
は
す
で
に
定
着
し
た
感
が
あ

る
の
で
は
あ
る
が
、

「
詞
」
に
闘
し
て
は
評
者
は
い
ま
だ
に
そ
の
是

非
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る

J

こ
の
疑
問
は
本
書
に
よ
っ
て
も

全
く
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
書
は
作
品
を
引
用
す
る
場
合
、

一
様

に
原
文
と
書
き
下
し
文
の
み
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。

「
詩
」
と
同
様
の
句
法
の
場
合

は
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
慢
詞
な
ど
の
「
詞
」
特
有
の
句
法

を
も
っ
作
品
の
場
合
に
は
、
何
か
違
和
感
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ο

こ
の
よ
う
な
場
合
、
本
書
に
お
い
て
も
氏
は
大
分
苦
心
し
て
書
き
下

し
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
例
を
見
る
と
、

果
し
て
こ
の
書
き
下
し
で
原
文
の
意
を
ほ
ぼ
的
確
に
反
映
し
得
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

Q

た
と
え
ば
、

五
二
頁
、
柳
永
の
「
童
夜
祭
」
に
お
け
る
次
の
部
分
で
あ
る
。

一
日
不
思
量

也まー
た日
眉
を 思
撞2量
むせ
る さや

こる
とも
千
度
な
り

也
揖
眉
千
度

氏
は
右
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
い
ら
れ
る
が
、

H

一
日
不
思
量
μ

書

言平

と
い
う
句
の
意
を
こ
の
書
き
下
し
で
充
分
に
表
出
し
て
い
る
か
と
い

う
と
、
疑
問
な
の
で
あ
る

Q

こ
の
書
き
下
し
を
素
直
に
現
代
語
に
置

き
換
え
れ
ば
、

H

一
日
思
わ
な
く
て
も
μ

と
な
る
と
思
う
が
、
こ
れ

で
は
原
文
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
侍
わ
ら
な
い
。
原
文
に
そ
っ
て

課
せ
ば
、

H

一
日
だ
け
思
わ
な
い
よ
う
に
し
て
も
μ

と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
柳
永
の
「
征
部
楽
」
の
中
の
一
節
(
二
六

O
頁
)

も
氏
は
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
い
ら
れ
る

Q

待
出
一
担
回

更好f這こ
に品好:の
軽5く回S
ろω 伊を
しを、待
く憐Iち
離りしo

f斥Tみ
せ
ざ
ら
ん
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好
好
憐
伊

更
不
軽
離
訴

右
の

H

待
這
回
μ

の
H

待
μ

は
、
張
相
「
詩
詞
曲
語
辞
匿
調
停
」
に

言
う
と
こ
ろ
の
「
猶
将
也
、
打
算
也
」
の
意
で
あ
っ
て
、
三
句
目
の

H

更
不
軽
離
訴
μ

ま
で
掛
か
る

Q

氏
も
御
承
知
で
は
あ
っ
た
と
思
う

が
、
こ
の
書
き
下
し
で
は
H

待
μ

は
H

這
回
μ

ま
で
し
か
掛
か
ら
ず
、

原
文
の
意
を
的
確
に
博
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
た
だ

原
文
の
書
き
下
し
の
み
で
は
、
氏
が
作
品
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

て
い
る
の
か
全
く
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る

J

こ
う
し
た
例
を
見
る
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第
二
十
七
加

と

「
詞
」
に
お
い
て
書
き
下
し
の
み
に
頼
る
こ
と
の
難
し
さ
と
危

険
性
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏
の
お
考
え
は
い
か
が
な
も
の
で

あ
ろ
う
か

Q

最
後
に
、

「
詞
」
を
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
書
を

謹
ん
で
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

い
っ
た
い
、
歌
僻
文
裂
は
歌
鮮
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
一
つ
と
な
っ
て

そ
の
本
質
を
全
う
で
き
る
も
の
で
あ
る

Q

本
書
の
取
り
扱
う
「
詞
」

と
い
う
文
筆
様
式
は
、
現
在
で
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
失
わ
れ
、
い
わ
ば

片
肺
飛
行
の
朕
態
で
あ
る

Q

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
再
現
で
き
な
い
以
上
、

「
詞
」
と
い
う
歌
鮮
の
部
分
だ
け
に
劃
し
て
研
究
を
進
め
る
以
外
に

は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
わ
け
で
あ
る

Q

し
か
し
、
そ
の
本
来
の
歌
鮮

と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
と
、

「
詞
」
の
研
究
に
際
し
て
は
、
常
に

メ
ロ
デ
ィ
ー
の
存
在
し
た
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
考
察
を
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

Q

つ
ま
り
、
歌
鮮
文
襲

の
歌
辞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
の
闘
迫
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
一
音
楽
的

認
識
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

Q

「
調
」
の
研
究
に
際

し
て
の
音
楽
的
認
識
の
必
要
性
が
、
そ
の
素
養
に
之
し
い
評
者
に
は

痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る

Q

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
失
わ
れ
た
現
在
、
こ
れ
は

無
い
物
ね
だ
り
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る

Q

し
か
し
、

常
に
、

「
詞
」
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
想
起

す
る
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
を

遁
請
し
て
、
評
者
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
我
意
を
得
る
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
ω

本
書
の
堅
貨
な
出
来
築
え
は
、
ま
こ
と
に
敬
服

に
債
す
る
が
、
こ
う
し
た
無
い
物
ね
だ
り
的
な
配
慮
も
「
詞
」
と
い

う
文
挙
様
式
に
は
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
評
者
自
身
の
見
解
を
示
す
に
性
急
で
あ
り
す
ぎ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
本
書
の
刊
行
さ
れ
た
意
義
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
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非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
評
者
の
述
べ
た
疑
問
や
不

瀬
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る

G

我
園
に
お
け
る
「
詞
」
の
研
究
は
、
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
本
格
的

に
歩
み
始
め
た
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
り
、
本
書
に
よ
っ
て
鰯
設

さ
れ
、
今
後
「
詞
」
に
闘
す
る
研
究
の
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
願
う
も

の
で
あ
る
。

〈
な
お
、
本
書
に
射
す
る
近
藤
光
男
氏
の
書
評
が
「
創
文
」
恥
国

(
一
九
七
六
、
九
)
に
あ
る

Q

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
〉

(
京
都
大
挙

中
原
健
二
)




