
連
句
が
、
古
の
殻
を
冠
っ
て
、
近
代
的
に
脱
皮
す
る
の
が
難
L
い
な

ら
・
：
と
考
え
た
彼
は
、
連
句
論
か
ら
、
一
新
体
詩
で
あ
る
俳
体
詩
の

創
作
に
情
熱
を
傾
け
、
俳
体
詩
論
を
ブ
ツ
た
。
そ
れ
は
俳
諮
趣
味
を

提
に
し
て
写
生
す
る
と
一
言
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
俳
味
は
〔
非

情
熱
趣
味
、
微
温
湯
趣
味
〕
等
と
呼
ん
で
い
た
。

そ
こ
で
彼
は
撤
石
を
引
っ
張
り
出
し
て
俳
体
詩
を
作
っ
た
。
理
論

の
実
践
化
で
あ
る
o

俳
体
司
の
制
作
も
一
一
一
ヶ
月
程
で
終
り
、
柄
引

は
、
気
分
転
換
に
書
い
た
文
章
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
好
評
を
得
、

文
れ
に
興
味
を
持
ち
、
大
学
教
捉
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
虚
子
も
多

t
で
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
の

「
写
生
し
ス
に
於
て
は
遥
か
に
耐
石
の
先
輩
を
以
て
任
じ
て
い
た
私

達
も
、
大
河
を
決
す
る
が
如
き
、
撤
石
の
多
年
の
組
蓄
を
一
時
に
傾

げ
尽
し
た
創
作
熱
に
は
、
非
常
な
刺
激
を
受
け
た
の
だ
っ
た
o

」
と

庶
子
は
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
倣
石
は
、
一
二
重
吉
宛
の
書
簡
の
中

に
、
「
僕
は
維
新
の
士
山
士
の
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
λ

た
い
。
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
こ
で
初
期
に
小
説
家
の
夢
を
描
い
て
い
た
虚
子
は
、
俳
句
の
と

り
上
げ
る
世
界
の
狭
さ
を
自
覚
し
て
い
た
し
、
変
化
と
自
在
を
希
求

し
て
い
た
し
、
前
述
の
撤
石
等
の
動
き
、
特
に
そ
の
成
功
を
目
の
あ
一

た
り
に
見
た
事
も
あ
っ
て
、
内
間
的
な
衝
動
に
加
え
て
、
直
接
的
な

刺
激
を
受
け
て
、
小
説
家
た
る
事
が
実
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。

寸
ー
ー
忌
可
Y

Eを
開
示
す
る
と
一
俳
句
戸
切
削

寺
／
一

l
I
一

一三ニロピ－

K
い

尚

出

文
＼
一
ー
に
一
一
一
比
一

の
様
な
道
筋
に
な
る
と
言
え
る
o

「
風
流
機
法
」
「
大
内
旅
館
」
等

ば
、
そ
の
道
を
辿
っ
て
出
来
上
っ
た
小
説
で
あ
っ
た
o
激
石
の
評
広

も
あ
る
如
く
、
虚
子
の
小
説
は
、
俳
諮
趣
味
の
、
せ
っ
ば
つ
ま
ら
な

い
特
色
を
持
っ
て
い
た
o

結
局
、
虚
子
の
小
説
は
、
子
規
の
規
定
し
た
所
の
俳
句
の
特
性
を

承
け
て
．
そ
れ
を
虚
子
夙
に
展
開
し
、
自
然
主
義
文
学
と
対
峠
す
る

性
質
の
小
説
と
し
て
文
学
史
的
位
置
を
か
ち
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

虚
子
の
俳
句
か
ら
小
説
へ
の
道
、
そ
れ
が
、
ど
の
様
な
歴
史
的
展

開
を
辿
り
、
ど
の
様
な
文
学
的
理
由
に
よ
っ
た
か
は
以
上
の
如
く
で

あ
っ
た
。川

端
康
成
の
文
体

- 43ーで

文
章
心
理
学
に
よ
る
統
計
的
考
察
｜

磨

井

美
穂
子

は
じ
め
に

「
心
理
学
は
、
人
間
の
精
神
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
る
o

そ
し

て
、
文
学
は
、
人
間
の
精
神
に
よ
っ
て
う
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

ハ
I
V

る
o

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
文
学
が
、
心
理
学
の
対
象
に
な
り
う
る

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
o
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文
章
の
性
格
の
心
理
学
的
研
究
は
、
日
本
で
は
明
治
期
の
お
わ
り

か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
人
聞
の
性
格
の
心
理
学
的
研
究
の
進
歩

に
く
ら
べ
て
、
ひ
ど
く
遅
れ
て
い
る
。
心
理
学
者
安
本
美
呉
氏
は
、

最
近
あ
た
か
も
そ
の
遅
れ
を
補
う
よ
う
に
『
文
章
心
理
学
の
新
領

域
』
で
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
法
を
し
め
さ
れ
た
。
特
に
そ
の
『
文
章
の

性
格
学
へ
の
基
礎
的
研
究
』
に
お
い
て
、
現
代
作
家
一

O
O人
を
選

び
、
代
表
作
を
一
篇
、
ず
つ
採
り
、
文
章
の
性
格
特
性
と
考
え
ら
れ
る

項
目
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
項
目
聞
の
相
関
を
因
子
分
析
し
、
そ

れ
に
関
連
し
な
が
ら
主
要
な
項
目
の
標
準
尺
度
を
つ
く
り
、
因
子
の

内
定
を
決
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
も
と
に
、
現
代
作
家
文

章
を
い
く
つ
か
の
性
格
類
型
に
分
類
を
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
安
本

氏
の
研
究
で
は
、
各
作
家
の
代
表
作
一
篇
を
も
っ
て
、
そ
の
作
家
全

体
を
論
じ
て
い
ら
れ
る
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

調
査
の
対
象
に
な
っ
た
作
品
は
、
作
家
の
前
期
の
作
品
で
あ
っ
た

り
、
中
期
あ
る
い
は
後
期
の
作
品
を
選
ば
れ
た
作
家
も
あ
る
o
作
風

の
上
に
め
ざ
ま
し
い
変
化
と
か
本
質
的
な
展
開
が
見
ら
れ
な
い
作
家

も
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
作
家
で
も
技
巧
の
熟
練
と
か
心
境
の
深
化

と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
統
計
的
手
法
を
利
用
す
れ
ば
ど

の
よ
う
な
結
果
を
示
す
だ
ろ
う
か
。
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
本

稿
私
は
文
章
論
上
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
川
端
康
成
を
え
ら
び
、
川
端

の
作
品
を
安
本
氏
の
調
査
対
象
に
な
っ
た
『
雪
国
』
を
境
に
し
て
、

そ
れ
以
前
の
作
品
と
、
そ
れ
以
後
の
作
品
に
わ
け
、
そ
の
文
章
の
性

格
分
類
を
お
こ
な
い
検
討
し
て
み
た
い
。

一
、
創
作
期
間
の
区
分

『
雪
国
』
を
対
象
に
安
本
美
典
氏
は
、
そ
の
著
に
お
い
て
、
川
端
・

康
成
を
文
章
の
性
格
か
ら
、

A
因
子
の
低
い
、

B
因
子
、
C
因
子
の

高
い
「
用
言
｜
l
修
飾
l

l
会
話
型
」
の
作
家
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

川
端
康
成
は
、
横
光
利
一
の
よ
う
に
現
代
の
文
章
の
変
遷
史
を
辿

っ
て
き
た
作
家
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
雪
国
』
以
前
の
比
較

的
前
期
の
作
品
又
は
後
期
の
作
品
に
お
い
て
も
、

A
因
子
の
低
い
、

B
因
子
、

C
因
子
高
い
作
家
で
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
因
子
分
析

を
し
て
み
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
安
本
氏
と
同
様
筑
摩
書
房
版
『
現
代
日
本
文
学

全
集
』
を
用
い
た
o

こ
の
『
川
端
康
成
集
』
（
以
後
『
康
成
集
』
と

略
す
）
に
は
、
『
十
六
歳
の
日
記
』
『
伊
豆
の
踊
子
』
『
温
泉
宿
』

『
死
瞳
紹
介
入
』
『
掃
情
歌
』
『
禽
獣
』
『
虹
』
『
雪
国
』
『
愛
す

る
人
達
』
『
再
会
』
『
再
婚
者
』
『
千
羽
鶴
』
『
山
の
音
』
合
計
十

一
一
一
の
小
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

川
端
の
作
品
を
、
前
期
、
中
期
、
後
期
の
創
作
期
間
に
わ
け
る
こ

と
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
発
表
年
代
を
基
準
に
し
て
も
、
こ

れ
ら
の
作
品
に
は
、
発
表
年
代
が
断
続
的
な
も
の
が
数
篇
あ
り
一
概

に
わ
か
た
れ
な
い
。

し
か
し
事
実
上
の
処
女
作
『
十
六
歳
の
日
記
』
（
大
正
三
年
〉
か

ら
『
山
の
音
』
（
昭
和
二
九
年
〉
に
至
る
創
作
期
間
四

O
年
を
『
雪

国
』
を
境
と
し
て
三
区
分
し
た
。
即
ち
、
『
十
六
歳
の
日
記
』
か
ら

,,_., 44-



『
虹
』
の
期
聞
は
、
ジ
ョ
イ
ス
、
ブ
ル
ー
ス
ト
の
新
心
理
主
義
の
影

響
を
受
け
た
作
品
も
あ
る
が
、
新
感
覚
派
的
な
感
覚
的
文
章
表
現
が

多
い
し
、
『
雪
国
』
は
新
惑
覚
派
的
文
章
と
心
理
主
義
的
な
文
章
の

執
り
な
す
作
品
と
し
、
そ
の
後
新
感
覚
派
的
表
現
よ
り
心
理
主
義
の

方
に
傾
い
て
い
っ
た
と
し
て
、
『
雪
国
』
以
前
の
作
品
を
揃
期
作

品
叫
『
雪
国
』
を
中
期
作
品
叫
、
そ
れ
以
後
を
後
期
作
品
何
と
し

て
そ
の
創
作
期
聞
を
区
分
し
た
o

創
作
期
間
の
区
分
に
あ
た
り
、
山
本
健
士
口
氏
の
『
川
端
康
成
の
人

と
作
品
』
、
長
谷
川
泉
氏
の
『
康
成
と
利
一
』
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』

昭
和
三
十
二
年
二
月
号
〉
、
高
田
瑞
穂
氏
の
『
康
成
と
辰
雄
』
（
向

上
）
を
参
考
に
し
た
o

二
、
母
集
団
お
よ
び
部
分
母
集
町
（
統
計
的
模
型
盟
主
1

日
田
氏
。
色
目
。
仏
O
Z
の
設
定
）

件

母

集

団

パ

ィ

V
Y

川
端
康
成
の
前
期
作
口
聞
を
第
l
母
集
団
信
ワ

『
雪
国
』
の
み
を
第
1
母
集
団

π

後
期
全
作
品
を
第
四
母
集
団
内
と
名
づ
け
る
0
1
第
l

母
集
団
は
、
前
期
の
個
々
の
作
品
（
こ
れ
等
を
第
l
d集
団

π
で
の

層
と
呼
ぶ
）
全
体
か
ら
な
っ
て
い
る
。
結
E
母
集
団
併
は
、
後
期
の

個
々
の
作
品
（
こ
れ
等
を
第
M
母
集
団
払

L

で
の
層
と
呼
ぶ
全
体
か
ら

な
っ
て
い
る
。
図
示
す
れ
ば
、

図

右
の
様
に
な
る
。

① 
n'3 

戸 45-

。
部
分
母
集
団

『
康
成
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
個
々
の
前
期
作
品
と
い
う

Z

の
特
定
の
層
の
集
ま
り
全
体
を
引
の
部
分
母
集
団
？
戸
す
る
o

そ
ル

て
私
達
は
、
引
を
あ
た
か
も
引
の
忠
実
な
縮
図
の
よ
う
に
考
え
、
宮

の
代
用
品
と
考
え
よ
う
o
即
ち
『
康
成
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

ι

個
の
作
品
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、
前
期
全
作
品
の
忠
実
な
縮
図
と
な

っ
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
る
。
同
様
に
し
て
『
康
成
集
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
個
々
の
後
期
作
品
と
い
う
引
で
の
特
定
の
捕
の
浅
ま
り
A

一

体
を
向
の
部
分
母
集
団
吋
と
す
る
o

そ
し
て
私
達
は
信
を

π
の
忠
実

な
縮
図
と
考
え
、
的
の
代
用
品
と
考
え
よ
う
o
即
ち
、
『
康
成
集
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
X
個
の
作
品
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
、
後
期
作
目

全
体
の
代
表
選
手
で
あ
る
。
と
仮
定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
c

こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
次
の
様
に
な
る
。



図
2 

n'1 

右
の
図
の
一
斜
線
の
部
分
全
体
を
、

八
七
－
体
の
縮
図
と
考
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
o

三
、
標
本
の
抽
出
（
情
別
比
例
抽
出
法
に
よ
る
標
本
の
抽
出
）

ま
ず
標
本
の
大
き
さ
を
安
本
山
内
に
従
っ
て
、
二

O
段
と
定
め
て
お

く。

π
の
部
分
母
集
団
T
J
T
構
成
し
て
い
る
各
層
（
そ
れ
ら
は
「
康

成
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
る
前
期
作
品
で
あ
る
）
か
ら
、
各
層
の
大
き

さ
（
即
ち
各
作
品
の
頁
数
）
に
比
例
し
た
大
き
さ
の
段
数
を
、
各
層

（
即
ち
各
作
品
）
か
ら
、
無
作
為
に
抽
出
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
抽

出
さ
れ
た
こ

O
個
の
段
を
全
郎
集
め
て
、
そ
れ
を
部
分
母
集
団
引
か

ら
の
、
従
っ
て
前
節
の
仮
定
に
よ
っ
て
母
集
団
札
べ
か
ら
の
任
意
標
本

と
考
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
標
本
の
抽
出
法
を

層
別
比
例
抽
出
法
と
い
う
o

母
集
団
方
（
『
雪
国
』
）
か
ら
は
、
無
作
為
に
二

O
の
段
を
抽
出

し
て
、
そ
れ
を
定
か
ら
の
無
作
為
標
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
層

（
即
ち
久
口
作
品
）
か
ら
、
そ
の
層
の
大
き
さ
に
比
例
し
た
個
数
の
段

を
抽
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
作
品
の
最
初
の
段
か
ら
、
最
後
の
段

ま
で
、
一
連
番
号
を
つ
け
、
そ
れ
ら
の
番
号
の
中
か
ら
短
形
型
乱
数

表
を
用
い
て
、
上
に
指
定
さ
れ
た
個
数
の
番
号
を
無
作
為
に
抽
出

し
、
抽
出
さ
れ
た
番
号
を
も
っ
た
段
を
抽
出
す
る
よ
う
に
す
る
o

具

体
的
な
抽
出
方
法
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
な
る
o

『
十
六
歳
の
日
記
』
は
一

O
頁
か
ら
な
っ
て
お
り

π
に
お
け
る
割

合
、
そ
の
頁
数
は
一
割
を
示
し
、
従
っ
て
、
方
か
ら
二

O
段
抽
出
の

た
め
こ
の
作
品
か
ら
は
二
段
の
抽
出
と
な
る
。
以
下
同
様
の
方
法
で

抽
出
し
た
o

表
に
あ
ら
わ
す
と
、
次
の
様
に
な
る
o

表

各
層
か
ら
抽
出
さ
れ
る
段
の
伺
数
決
定

~ 46→ 
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一
i

d

品

一

5
－
5
一

一

一

一

）

－k

一
之
一

ι
一
1
一
2
一
4
一
K

一
0

一
数
－

6
7
1
一
9

一
oo

一
辺
一
は
い

一
4

一
頁

5

一
l

一
2
一

4
一
日
一
会

「
二
名
一
一
達
一
会
一
者
一
鶴
一

E
1

一

二

百

二

恥

一

次

一

一

L
L
L
t

一
一
一
滑
一
一
い
ソ
一
一
対
一
司
一
町
一

U
F
lい
巨
い
k
hい

四
調
査
方
法

ハ
門
名
詞
、
漢
字
、
人
物
、
句
点
、
読
点
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
、

二
で
抽
出
さ
れ
た
各
母
集
団
よ
り
の
模
本
、
即
ち
抽
出
さ
れ
た
こ

C

個
の
各
段
で
最
初
の
五

O
字
ず
つ
を
採
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
会
話

文
も
含
め
る
。

全
部
で
二

O
段
あ
る
の
で
、
従
っ
て
抽
出
さ
れ
た
の
は
、
全
部
で

一
C
C
C字
で
あ
る
o

そ
の
一

C
C
O字
の
中
で
の
各
項
目
に
つ
い

て
の
該
当
個
数
を
調
査
す
る
わ
け
で
あ
る
o

白
色
彩
語
、
直
除
、
戸
除
、
会
話
文
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
、

「
一
こ
で
抽
出
さ
れ
た
各
母
集
団
よ
り
の
標
本
即
ち
抽
出
さ
れ
た
こ

O
個
の
段
全
部
を
調
べ
て
、
そ
れ
ら
の
項
目
毎
に
該
当
個
数
を
調
べ

る
わ
け
で
あ
る
。

同
文
章
の
長
さ
と
い
う
項
目
に
つ
い
て
は
、
抽
出
さ
れ
た
こ

O
個

の
段
に
お
い
て
、
各
段
で
最
’
初
に
出
て
く
る
文
章
を
一
つ
ず
つ
、
従

っ
て
合
計
二

O
似
の
文
京
を
調
べ
て
、
そ
の
こ

C
位
の
女
草
の
各
々

の
長
さ
（
即
ち
字
数
）
の
算
術
平
均
値
を
計
算
し
て
、
支
の
長
さ
と

す
る
。

肘
過
去
止
、
現
在
止
、
不
定
止
の
各
項
目
に
り
い
て
壮
、
文
軍
の

長
さ
の
項
目
と
同
様
に
抽
出
さ
れ
た
こ

C
相
の
長
に
お
レ
て
、
各
訟

で
最
釈
に
出
て
く
る
女
手
を
一
り
ず
っ
と
り
、

z
ヌ
茸
即
売
設
が
越
正

止
か
現
在
止
か
不
定
止
か
を
分
類
し
新
討
す
る
c

軒
以
上
十
三
頃
日
の
前
交
に
あ
た
り
、
安
本
正
の
前
査
飲
料
ヰ
に
従

っ
た
c

そ
れ
を
具
体
的
に
示
L
て
み
よ
う
c

尚
、
安
際
の
劃
査
に
あ
た
り
、
受
ノ
ホ
氏
の
辛
で
は
、
町
駅
拝
、
が
不
明

確
な
一
則
、
が
あ
っ
た
。
そ
こ
は
、
安
本
氏
の
ご
」
玄
詐
心
百
年
の
新
位

蚊
』
と
肢
多
厨
完
治
氏
の
『
i

又
主
心

E
学
』
を
ま
S
J
d
丹に

L
て
、
規
準

を
た
て
た
o

（
以
絞
そ
吟
部
分
は
ス
タ
i
印
一
決
」
で
一
↑
必
ず
U

川
相
直
除
1
1
I
U院
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
器
え
た
。

－
和
史
的
な
松
の
や
う
な
感
じ
だ
口
た
」

「
踊
子
は
火
が
う
い
た
持
う
に
は
し
ゃ
レ
で
」

こ
の
よ
う
に
「
：
：
：
の
よ
う
な
」
「
：
・
：
の
ご
と
し
」
と
レ
う
形
式

の
比
除
を
採
用
し
た
。

文
法
皇
に
よ
る
と
、
比
況
の
一
助
動
詞
「
よ
う
に
」
「
ご
と
L
L
は

刊
「
た
と
え
て
言
う
」
場
合
と
例
「
不
確
実
な
断
定
」
判
「
例
一
不
L

の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
仙
の
場
ム
ロ
だ
け
を
採
目
し
た
。
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iii 

111 

川

w戸
除
1
1
1
波
多
野
氏
は
『
文
章
心
理
学
』
の
中
で
戸
除
に
関
し
て

次
の
様
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
o

「
声
比
（
声
除
）
は
、
必
ず
し
も
音
の
あ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
言

話
的
戸
音
に
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
い
。
ホ
ヤ
ホ
ヤ
、
の
う
の
う
、

ス
タ
ス
タ
の
よ
う
に
音
の
な
い
姿
態
が
充
分
戸
比
的
表
現
を
受
け

る
の
で
あ
る
o

」

こ
れ
を
メ
ヤ
ス
と
し
て
、
戸
仏
慨
を
数
え
た

「
お
憶
の
手
は
ぶ
る
ぶ
る
顧
へ
出
し
た
L

日
石
に
び
た
び
た
吸
ひ
つ
い
た
L

『
温
泉
桔
』
に
出
て
く
る
も
の
を
、
最
初
か
ら
あ
げ
て
み
た
。
（
傍

古
川
は
拡
が
つ
け
た
）
即
ち
「
ご
く
ご
く
し
、
「
ね
ば
ね
ば
」
の
よ
う

に
較
戸
吉
田
や
振
庄
一
呂
田
の
表
現
で
あ
る
。

な
お
、
「
膝
一
弘
を
き
ゅ
っ
と
合
せ
た
し
「
ガ
タ
ン
と
音
が
し
た
し

の
務
は
、
採
床
し
な
か
っ
た
。
統
計
上
の
便
宜
上
の
理
由
つ
ま
り
目

で
拾
い
や
す
い
と
い
う
事
に
よ
り
、
二
語
重
ね
た
も
の
を
採
用
す
る

こ
と
に
し
た
。

川

w会
一
記
文
l
l
i
会
寸
前
の
量
、
即
ち
余
話
文
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
数
を
調

査
し
た
c

会
話
の
と
り
か
わ
さ
れ
た
回
数
で
は
な
い
。

決
尚
、
本
能
酌
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
は
前
後
の
文
か
ら
判
断
し
て
含

め
な
か
っ
た
o

省
略
の
例
を
『
十
六
歳
の
日
記
』
か
ら
あ
げ
る
と
、

「
う
う
ん
、
う
う
ん
O

L

と
苦
し
い
戸
が
次
第
に
高
く
な
る
。

判
色
彩
語
1
1
1
「
赤
い
祢
紗
L

、
「
桃
色
の
ち
り
め
ん
L

、
「
白
い

千
羽
鶴
の
風
呂
敷
L

の
よ
う
な
色
彩
に
関
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
o

安

本
氏
は
色
彩
語
に
関
し
て

「
統
計
に
あ
た
っ
て
は
、
白

F

刷
、
青
年
、
金
時
計
な
ど
は
、
色
影

語
と
し
て
数
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
直
接
、
色
と
関
係
が
あ

る
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
つ
深
い
志
し
み
の

色
L

な
ど
も
色
彩
語
と
し
て
数
え
な
か
っ
た
。
：
・
：
具
体
的
に
、

は
っ
き
り
と
「
白
」
〔
劫
L

「
青
」
な
と
の
色
名
が
用
い
ら
れ
た

ば
あ
い
だ
け
を
数
え
た
L

と
述
、
べ
て
お
ら
れ
る
o

し
か
し
右
の
文
で
問
題
に
な
る
の
は
、
金
匹
、

計
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
金
色
と
い
う
色
彩
を
示
し
て

い
る
。
単
に
「
時
計
し
と
し
て
も
意
味
は
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
作
者
が
、
高
値
な
時
計
と
い
う
事
に
住
目
し
て
レ
る
競
合
と
推
定

決

さ
れ
る
。
し
か
し
、
色
そ
の
も
の
に
作
者
が
佐
目
し
て
い
る
と
明
断

さ
れ
る
時
は
、
「
金
時
計
L

も
色
彩
語
と

L
て
彩
月
す
る
事
に
し

た
。
ま
た
「
赤
い
フ
ラ
ン
ネ
ル
L

の
よ
う
に
修
釘
需
と
し
て
互
い
ら

れ
た
時
、
あ
る
い
は
「
白
萩
し
の
よ
う
に
勲
誌
で
も
色
彩
を
かJ

ら
わ

し
て
い
る
場
合
は
、
採
用
し
た
o

－
R
 

「雪
L

「
叢
」
は
白
と
い
う
色
彩
そ
の
も
の
を
し
め
す
語
で
あ
る

が
、
「
雪
L

は
山
口
い
と
い
う
色
感
の
方
が
先
に
で
て
く
る
が
、
「
震

」
は
、
音
感
の
方
が
色
感
よ
り
強
い
。
こ
う
い
う
語
は
採
児
し
な
か

っ
た
。

制
文
の
長
さ
1

1
文
章
は
各
段
の
「
完
全
な
文
章
」
と
す
る
o

完
全

な
文
章
と
は
、
そ
の
段
に
お
い
て
書
き
出
し
が
は
じ
ま
り
、
「
句

- 48戸



一
一
＊

点
」
が
存
在
す
る
も
の
を
ド
ぅ
。
た
だ
し
次
の
文
章
は
ふ
く
め
な
い

事
に
し
た
。

会
話
体
の
引
用
の
あ
る
も
の

そ
の
う
ち
に
、
私
が
勝
っ
て
ゐ
た
碁
を
－
負
け
て
し
ま
っ
た
の
だ

が
、
紙
屋
は

「
い
か
が
で
す
も
う
一
石
、
も
う
一
石
康
ひ
ま
せ
う
L

と
し
つ

こ
く
せ
が
ん
だ
。

ー
、
会
話
文
で
な
く
と
も
「
し
の
引
庄
の
あ
る
も
の
。

こ
の
「
売
価
し
と
「
修
身
教
科
室
L

と
が
、
一
つ
に
な
っ
た
危

っ
か
し
さ
は
、
彼
女
の
小
憎
ら
し
レ
躍
す
ん
だ
っ
た
。

目
、
ロ
ー
マ
字
制
駄
を
含
ん
だ
文

町
、
引
用
句
が
邑
条
書
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
、

的
過
去
止
、
現
在
止
、
不
定
止
1
1
1
文
の
長
さ
と
同
様
に
そ
の
段
で

始
ま
り
句
点
が
存
在
す
る
文
章
を
対
象
と
L
た
が
、
ム
Z
－
嘉
文
、
引
用

文
が
あ
る
場
合
に
も
採
用
し
た
。
次
の
よ
う
に
、

「
押
入
に
、
隠
れ
た
の
よ
o
女
中
さ
ん
セ
り
と
も
気
が
つ
か
な

い
で
L

4
R
 と

い
う
よ
う
な
文
章
は
最
後
の
セ
ン
テ
ン
ス
グ
一
安
末
を
対
象
に
し
た
。

「
わ
え
、
す
み
ま
せ
ん
o

こ
の
人
を
好
L
て
下
さ
い
。
帰
し
て

女
下
さ
い
。
L

と
ひ
た
む
き
な
高
調
子
で
芦
ゲ
一
紅
っ
て
来
た
。

右
の
よ
う
な
「
会
話
文
」
十
「
地
の
文
し
か
色
な
る
女
草
は
、
地
の

文
の
最
後
を
対
象
と
し
た
。
過
去
止
は
支
の
茸
盤
、
か
、
「
：
：
：
で
あ

っ
た
o

」
と
い
う
よ
う
な
過
去
止
で
結
ぼ
れ
て
レ
る
も
の
o
現
在
止

は
文
の
最
後
が
「
：
：
：
で
あ
る
。
」
と
い
う
現
在
止
で
結
ぼ
れ
て
い

大

る
も
の
o

不
定
止
の
う
ち
わ
け
は
、
体
言
止
、
副
文
止
、
「
行
け
L

な
ど
の
命
令
形
、
疑
問
の
意
味
を
あ
ら
わ
ず
助
詞
、
「
の
L

「わ
L

「よ
L

な
ど
の
感
嘆
、
感
膨
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
勤
鼠
で
文
の
最
後

が
終
る
も
の
と
す
る
。

川
端
の
支
章
に
は
、
歴
史
的
現
在
が
目
立
つ
が
ハ
こ
の
事
は
す
で

に
波
多
厨
氏
、
か
『
文
章
心
理
学
』
に
お
い
て
北
拡
さ
れ
て
い
る
。
U

こ
の
誌
査
に
応
た
っ
て
は
、
主
鋭
、
が
と
も
な
い
が
ち
な
の
で
、
客
観

的
に
彰
式
の
上
か
ら
の
み
み
て
、
あ
ら
た
に
そ
の
江
戸
目
を
も
う
け
な

か
っ
た
。

占
R

州

W
句
点

l
l
「O
L

の
ほ
か
に
、
疑
問
符
「
？
し
感
嘆
符
「
H
N
L

を

含
め
た
c

－
R
 

川
別
名
託
｜
｜
「
休
憩
時
間
L

「
踊
子
一
P
R
L

は
一
語
と
し
て
数
え
、

「
入
江
の
紡
君
L

の
場
合
は
二
語
と
し
て
事
え
た
。

4
n
 

名
前
の
中
に
は
、
形
式
名
詞
、
代
名
事
も
含
め
た
。

同
人
物
l
l
l
「
依
」
「
怒
し
「
駒
子
L

「
子
供
L

な
ど
人
物
に
関
す

る
語
の
事
で
あ
る
。

各
項
目
を
一
々
調
査
し
て
ゆ
く
際
、
た
ま
に
抽
出
さ
れ
た
段
、
あ

る
い
は
王

C
字
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
段
、
次
の
字
数
に
わ

た
っ
て
、
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
も
の
が
あ
っ
た
o

飢
え
ば
「
赤
い

株
紗
L

の
「
赤
い
献
し
だ
け
、
「
駅
子
L

の
一
‘
駅
L

「
あ
か
」
の

「
あ
L

だ
け
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
統
計
の
場
合
は
こ

れ
ら
は
す
べ
て
半
分
の
比
率
で
採
用
し
た
。

約ハ打
J
幽
一
の
方
法
に
よ
り
調
査
し
た
結
果
の
資
料
の
抜
率
は
次
の
、
通

り
で
あ
る
o
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表 I

~ 
拙出各段悉皆調査 抽文章出各段での最初調の 抽出各て段での最初の50字に

についての査 ついの調査

時間会話｜喜彩 主il~＊ I~在 Ji定 一点｜読点l何人物

前 期 I" 引1-"-1-""1-'-I 醐 H;-1 5 ｜｜竺田1
I s I 2291 22 I蹴｜三

1後期 Js. 51 2 Ing . 51 11 I判 10

※ 直時誌に関しては、 『雪国』において安本氏の読査では43磨井のでは19でその半

分にみたない。

これは、直輸に対する解釈のちがいとおもわれる。

以下位の作家との比較に際しては、安本氏の読査では俗であるという事を考慮

して行なう。

五、付各母集団での標本における A.B.C.各因子得点について、

第二表に示した使用率を標準尺度の式にあてはめてみよう。

区亙｜
「名詞」「漢字」「人物」の標準尺度値

名詞の標準尺度値 10 (Xi-147. 17) 
十50

15. 17 

漢字の標準尺度値 10 (Xi-325. 72) 
+50 

53.17 

人物の標準尺度値 10 (Xi3-39.51) 
+50 

9.90 

Xi は各作家のそれぞれの項目の使用率を示す、三つの項目の標準尺度値の合計

を算出L、それを「3」で審jって、この安本氏の式に以上競査したそれぞれの

項目の使用率をはめてみる。

巨亙｜
「色彩語J「戸時表」 「直聡」の標準尺度値である。

色彩語の標準尺度値 10 (Xi-13.69) +5D 

9.59 

戸時哉の標準尺度値 10 (Xiー 12.02)
+50 

8.32 

''"1 



色彩語の標準尺度値 10 (Xi-26. 6〕
＝一一一 十日

Alf;！子心得点の場合と河じように第二ヨ誌のモれぞれつ呉円の使用率をあてはめ

て算出する。

区亙｜
「会話文」「句点」の標準尺度値

会話交の標準尺度値 10〔Xi-149.1 ) 
＝ 一十50

句点の標準尺度値＝ 10 (Xi 37.62）ー十50

A、B因子と同じように「会話文J「句点」の使用率を第二表からあてはめ

て、算出する

（以上、各国子とも計算過程は略す〕

以上の計算によってもとめられた各国子得点を表？こするとつぎのようになる。

表 E

1~ ！－~－＇＝子； B f7Sl =r 一一
＼目1－，一十一一六 l
時＼ ；名詞｜漢字｜人物｜餓語｜声喰｜直喰 i会話
期＼＼｜｜｜｜｜｜｜

期 1-I~附 141.213152.出型空止竺自己 48. 印1 I s3. 22s 

平均i 46. 22 I 48. 76 i so. 96 ・ 

1·~：－；－ 1］空百ヨ＜a '" ! i~＇＇s I " 159 i ≪ 273159'.421 J ~＇.°~ 
平均1 46. 37 I 47. 37 ! 58. 86 

1 後期 1_[46. 262 I 44. 222 I竺竺147.195川9.957 I 36. 4431臼 5821~~1; 
I 1平均1 52. 89 I 40. 53 I 57. 19 I 

i玉石1-1 48.49 l 示［ I 55.「（
表 IV 

A 問 子

~~1~13: I~，~＂ I人五 色彩語 1~ ~1~ ~1記点
安本氏統計

ただし、 B悶子i主「文章心理学の新領域」 第一表をもとに磨井統計

~ ~l ～ 



口
以
上
算
出
し
た
川
端
の
文
章
の
A
、
B
、
C
各
因
子
得
点
が
、
安

本
氏
の
調
査
に
な
っ
た
現
代
作
家
の
因
子
得
点
記
に
比
較
し
、
大
き

い
か
小
さ
い
か
を
み
、
川
端
の
文
章
の
前
期
、
中
期
、
後
期
を
吟
味

し
よ
う
と
思
う
o

第
三
表
を
み
る
と
、

A
因
子
は
後
期
に
な
る
に
し
た
が
い
得
点

は
、
増
加
し
、

B
国
子
は
後
期
に
な
る
に
し
た
が
い
そ
の
得
点
は
、

減
少
の
傾
向
を
示
し
、

C
因
子
は
、
後
期
に
な
る
に
し
た
が
い
そ
の

得
点
は
増
加
し
て
い
る
。

し
か
し
増
減
の
差
は
、
わ
ず
か
で
あ
る
o
第
三
表
に
よ
り
川
端
の

作
品
は
、
そ
こ
に
多
少
の
得
点
の
相
違
は
、
み
ら
れ
る
が
、
安
本
氏

の
統
計
に
な
っ
た
『
雪
国
』
と
、
文
章
の
性
格
に
お
い
て
は
、
前
期

作
品
も
、
中
期
、
後
期
の
久
口
作
品
も
A
因
子
の
低
い
、

B
因
子
、

c

因
子
の
高
い
文
章
と
い
う
事
が
わ
か
る
。

川
端
は
、
「
末
期
の
眼
』
（
昭
和
八
年
）
に
お
い
て
、

「
私
は
常
に
文
学
の
新
ら
し
い
傾
向
、
新
し
い
形
式
を
追
い
、
ま

た
求
め
る
者
と
見
ら
れ
て
い
る
o

新
奇
を
愛
好
し
、
新
人
に
関
心

す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
o

た
め
に
『
奇
術
師
』
と
呼
ば
れ
る
光
栄

す
ら
持
つ
。
！
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
文
章
の
性
格
に
お
い
て
は
、
処
女
作
『
十
六
歳

の
日
記
』
か
ら
『
山
の
音
』
に
至
る
ま
で
、
用
一
一
一

7
｜
修
飾
！
l
会

話
型
の
作
家
と
い
う
安
本
氏
の
判
定
通
り
に
な
る
。
即
ち
川
端
の
場

合
『
雪
国
』
一
篇
で
、
他
の
作
品
の
文
章
上
の
性
格
を
代
表
し
て
い

る
。
川
端
自
ら
い
う
「
奇
術
師
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
文
章
上
の
性

格
か
ら
は
、
虚
名
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
に
な
る

お
わ
り
に

統
計
的
手
法
を
用
い
る
に
あ
た
り
い
う
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る

が
、
調
査
規
準
の
確
立
が
大
切
な
事
を
痛
感
し
た
。
そ
う
し
た
意
味

で
、
卒
業
論
文
前
半
の
、
主
に
方
法
論
の
要
約
に
お
わ
っ
た
が
、

A

J
C
因
子
以
外
の
各
項
目
に
つ
い
て
の
比
較
、
あ
わ
せ
て
川
端
の
文

体
に
対
す
る
従
来
の
評
価
と
の
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま

た
ち
が
っ
た
置
か
ら
川
端
の
文
体
を
み
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し

本
稿
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
深
く
文
体
そ
の
も
の
に
触
れ
え
な
か

っ
た
こ
と
は
、
残
念
で
あ
る
。

内
／
匂
寸

E
1
v
 

注

し
安
本
美
血
ハ
の
「
文
章
心
理
学
」
の
引
用
で
あ
る
。

章
と
文
体
』
明
治
書
院
）

つ
ム
安
本
美
比
八
者
『
文
章
心
理
学
の
新
領
域
』
に
付
録
と
し
て
納
め
ら
れ
て

い
る
。
『
文
章
の
性
格
学
へ
の
基
礎
的
仰
究
』
の
事
で
あ
る
。

q
山
こ
こ
で
い
う
発
表
年
代
は
作
品
の
発
表
の
終
っ
た
年
の
事
の
意
味
。

A
H

西
平
重
喜
の
『
統
計
2
｜
｜
標
本
調
査
法
』
培
風
館
版
を
参
考
に
す

る
0

1
久
山
諮
問
山
一
編
『
対
照
国
文
法
表
』
（
中
央
図
書
の
頁
十
九
に
よ
る
。
〉

ふ
「
文
章
心
理
学
の
新
領
域
』
頁
五
二
を
引
用
し
た
。

に
紙
面
の
都
合
上
略
し
た
が
、
ぜ
ひ
『
文
章
の
性
格
学
へ
の
基
礎
的
研

究
』
の
因
子
得
点
表
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
講
現
代
語
ら
『
文



参
考
文
献

文
章
心
理
学
の
新
領
域
創
元
社

文

章

心

理

学

新

潮

社

現

代

文

章

心

理

学

新

潮

社

統
計
2
・
・
標
本
調
査
法
培
風
館

文

章

と

文

体

明

治

書

院

川

端

康

成

角

川

書

店

そ

の

他
竹
取
翁
歌
と
漢
籍
と
の

関

係

に

安

本

美

典

波
多
野
完
治

波
多
野
完
治

西

平

重

喜

講
座
現
代
語
5

近
代
文
学
鑑
賞
講
座
十
一
巻

つ
い
て

山

本

峯

子

ま
え
が
き

南
葉
集
巻
十
六
の
竹
取
翁
に
関
す
る
一
連
の
歌
に
漢
籍
の
影
響
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
先
学
諸
家
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
で
も
あ

り
、
今
更
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
有
由
縁
歌
は
、
序
文
、

長
歌
、
及
び
反
歌
、
並
び
に
娘
子
等
和
う
る
九
首
の
歌
か
ら
成
っ
て

い
る
が
、
こ
の
一
連
の
作
品
と
、
漢
籍
、
漢
文
学
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
改
め
て
少
し
《
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
序
文

序
文
が
遊
仙
窟
を
背
景
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
も
は
や

疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
、
先
ず
序
文
と
遊
仙
窟
と
の
文
章

を
列
挙
対
照
し
な
、
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ωか
骨
煮
美
之
九
齢
女
子
也
。
（
寓
）

従
来
巡
透
四
辺

o
b
b両
働
神
仙
。
〈
遊
）

こ
れ
は
、
翁
が
偶
然
九
人
の
美
し
い
仙
女
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
だ
が
、
「
忽
値
」
「
忽
逢
」
等
は
、
遊
仙
窟
そ
の
他
神
仙
物
語

等
の
漢
籍
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

所
で
、
こ
与
で
何
故
に
九
人
の
娘
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
竹
取
翁
の
作
者
は
、
高
葉
集
評
釈
の
窪
田
氏
も
述
べ
ら
て
れ
い
る

如
く
、
神
仙
思
想
に
於
て
貴
ば
れ
る
九
箇
と
い
う
数
字
を
当
て
は
め

る
事
に
よ
り
、
遊
仙
窟
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
神
仙
的
雰
囲
気
を
造

り
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
「
九
箇
女
子
」
の

「
九
島
」
と
「
忽
逢
両
箇
神
仙
」
の
「
両
箇
」
に
つ
い
て
は
、
従
来

未
だ
何
の
見
解
も
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
九
箇
女

子
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
九
人
の
女
の
子
の
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
九
人
の
女
子
」
で
も
ま
た
「
九
」
だ

け
で
も
差
し
支
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
こ
の
場
合
、
「
九
」
や
「
九

人
」
で
は
な
く
わ
ざ
ん
内
「
九
齢
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
中
は

り
遊
仙
窟
に
あ
る
「
両
筒
」
が
作
者
の
頭
の
中
に
働
い
て
「
九
箇
女

子
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω百
矯
無
侍
花
容
無
匹
（
高
〉

η

。

h
 

v
i
a
l
t

’1
 


