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『
大
和
物
語
』

の
文
章

ー

l
l
い
わ
ゆ
る
前
半
部
・
後
半
部
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
|

|

伊
佐
山

潤

子

『
大
和
物
語
」
が
い
わ
ゆ
る
前
半
部
と
後
半
部
と
に
分
け
て
考
え
事
り
れ
て
い
る

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
「
歌
物
語
的
な
」
前
半
部
と

「
説
話
的
な
」
後
半
部
と
見
ら
れ
、
文
章
の
上
に
も
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
言
わ

れ
る
。
し
か
し
、
文
章
に
見
ら
れ
る
具
体
的
な
違
い
に
つ
い
て
は
到
底
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
後
半
部
の
方
は
話
が
長
い
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

一
体
前
半
部
の
方
の
話
に
比
べ
て
ど
れ
く
ら
い
長
い
の
か
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た

」
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
前
後
二
部
に
分
け
る
と
は
言
う
も
の
の
そ
の
境
い
目
を
ど
こ
に
置
く
か

に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
っ
て
、
意
見
の
一
致
を
み
る
に
は
至
っ
て
い
な

ぃ
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
、
各
章
段
の
内
容
を
考
察
す
る
と
い
う
方

法
は
と
ら
れ
て
来
た
が
、
文
章
の
面
で
の
検
討
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

す
な
わ
ち
、
文
章
の
面
か
ら
『
大
和
物
語
」
の
前
半
部
・
後
半
部
の
問
題
を
考

え
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
大
和
物
語
」

の
文
章
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、
ま
ず
も
し

二
部
に
分
け
る
と
す
る
な
ら
ば
ど
こ
に
境
を
置
い
た
ら
よ
い
の
か
を
考
え
、
次
い

で
、
前
半
部
と
後
半
部
と
の
差
違
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

調
査
に
は
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
を
用
い
た
。
今
回
の
調
査
で
は
地
の

文
の
み
を
扱
っ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
の
問
題
、
前
・
後
の
境
界
を
ど
こ
に
す
る
か
に
つ
い
て
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
後
半
部
の
初
め
を
朋
段
と
す
る
説
、

凶
段
と
す
る
説
、

間
段
説
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
は
今
の
と
こ
ろ
凶
段
説

と
叩
段
説
の
二
つ
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
箇
所
で
『
大

凶
段
説
、

和
物
語
」
を
区
切
っ
て
、

1
1
別
段
を
A
、
出

j

M
段
を

B
、
山

i
m
段
を
C
と

三
つ
の
部
分
に
分
け
、
文
章
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、

凶
段
と
叩
段
と
後
半
部
の
初
め
を
ど
ち
ら
に
し
た
ら
よ
い
か
を
み
て
行
く
こ
と
に

す
る
。

(一)

章
段
の
長
さ
、
文
の
長
さ

各
章
段
の
長
さ
に
つ
い
て
は
は
や
く
か
ら
言
及
さ
れ
て
来
た
が
具
体
的
に
は
ほ



子

総字数 総文数
一章段の 一章段の 一文の

平均字数 平均文数 平均字数

A 23，370 548 166.9 3.9 42.6 

B 2，963 67 493.8 11. 2 44.2 

C 16，839 354 623. 7 13. 1 47.7 

潤山佐伊

表 1表 2

文箇連接所 接調 続型 指詞
刀て

型

A 408 39 70 
(9.6) (17.2) 

B 61 
2 14 

(3.3) (20.9) 

C 327 
26 71 

(8.0) (21. 7) 

と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ

た
の
で
、
初
め
に
各
章
段
の
長
さ
、
合
わ

せ
て
各
文
の
長
さ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

文
章
あ
る
い
は
文
の
長
さ
を
は
か
る
に

は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が

今
回
は
お
よ
そ
の
傾
向
を
み
る
と
い
う
意

そ(4)号
ア

キ
ス
卜
の
文
子
数
で
計
算
し
て
あ

表
1
で
み
る
と
、

章
段
の
長
さ
に

つ
い

て
言
え
ば

B
は

A
の
約
3
倍
、

C
は
A

の
約
4
倍
長
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文

の
数
も
A

B
、
C
で
ほ
ぼ
そ
れ
に
見
合

う
差
が
あ
り

そ
の
結
果
文
の
長
さ
に
関

合

し
て
は
ほ
と
ん
ど
差
は
な
い
。

碍
章
段
の
長
さ
の
点
で
、
ど
ち
ら
か
と
い

け
え
ば

B
は
C
に
近
い
こ
と
が
う
か
が
え
か
。

先
片所箇

口

文

連
接
法

融

文

連

接

法

の
分
類
の
仕
方
に
も
い
ろ
い

峰
ろ
あ
る
が
、
い
ま
山
口
仲
美
氏
の
ご
論
に

川
従
う
と
、
投
げ
出
し
型
・
重
ね
型
・
接
続

(

詞
型
・
指
示
詞
型
の
四
種
類
に
分
け
ら
れ

る。

『大
和
物
語」

の
場
合
重
ね
型
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
引
、
接
続
詞
型
と
指
示
調

型
に
つ
い
て
い
え
ば
お
の
ず
と
そ
の
残
り
が
投
げ
出
し
型
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

今
回
は
文
連
接
の
方
法
と
し
て
は
接
続
詞
型
と
指
示
調
型
の
二
種
を
取
り
あ
げ
る。

表
2
を
み
る
と
、
B
、
C
へ
行
く
に

つ
れ
て
や
や
接
続
詞
型
が
滅
り
指
示
詞
型

が
増
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る。

し
か
し、

B
で
接
続
詞
型
が
少
な
い
ほ
か
は
ほ
と

ん
ど
差
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

白
三
番
目
に
指
示
語
に
つ
い
て
。
語
り
手
の
姿
勢
が
現
れ
る
表
現
と
し
て
文
章
の

指
示
語

(こ
の

そ
の

か
の

研
究
に
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
は

「
こ
の
」
「
そ
の
」

「
か
の
」
の
使
わ
れ
方
を
調
べ
た
。
表
3
0

ま
ず
、
言
語
量
が

A
を
1
と
す
る
と

B
は
川
、
C
は
叩
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か

ら
す
る
と
A
に
比
べ
て

B
・
C
で
一
般
に
指
示
語
の
使
用
が
か
な
り
多
い
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
う
ち
わ
け
で
は
、
A
で
「
そ
の

・
か
の
」
が
多
い
の
に
対
し
て
、

B
-
C
で
は
「
こ
の
」
が
目
立
っ
て
多
い
。

こ
の
表
3
か
ら
は
B
は
C
に
近
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

四

「
な
む
|
|
け
る
」
の
係
り
結
び

次
に
、
阪
倉
篤
義
氏
以
来
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」

の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る

「
な
む
||

け
る
」
の
係
り
結
び
に

つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

表
4
に
は
出
現
頻
度
と
し
て
伺
文
に

一
回
現
れ
る
か
が
計
算
し
て
あ
る
。

B
で
い
く
ら
か
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

A
-
C
に
つ

い
て
は
ほ
と

ん
ど
違
い
が
見
ら
れ
な
い
。
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表 3

言語量 計 しヲー の そ の か の

34 25 12 
A 1 71 

(47.9) (35.2) (16.9) 

16 l 
B 0.13 17 

(94.1) 
。

(5.9) 

70 11 6 
C o. 72 87 

(80.5) (12.6) (6.9) 

)内は百分比

表 5

総文末数 けり 歌 その他

A 548 
346 120 82 

(63.1) (21. 9) (15.0) 

B 67 
48 1 18 

(71. 6) (1. 5) (26.9) 

C 352 (12) 
233 16 103 

(66.2) (4.5) (29.3) 

表4

総文数
「なむ 出現頻度

ける」 (単位は文)

A 548 93 5.9 

B 67 19 3.5 

C 352 (8) 62 5. 7 

国

文
末
語

「な
む

l
l
け
る
」
に
関
連
し
て
次
に
文
末
語
を
取
り
上
げ
る
。

)内は総文末に対する割合

従
来
文
末
語
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
、

「
け
り
」
と
「
け
り
以
外
の
語
」
と
二

つ
に
分
け
て
考
え
事
り
れ
て
来
た
。
し
か
し
「
大
和
物
語
」
を
読
ん
で
い
る
と
文
末

に
歌
を
持
つ
形
が
か
な
り
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
凹
段
の
よ
う
な
も
の
。

七

松
虫
の
声

桂
の
み
こ
、
嘉
種
に

露
し
げ
み
草
の
た
も
と
を
枕
に
て
君
ま
つ
虫
の
音
を
の
み
ぞ
な
く

の
中
で
も
最
も
短
い
章
段
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
文
か
ら
成
っ
て
お
り
、
文
末
に
歌
を
放
り
出
し
た
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。

山
段
は
「
大
和
物
語
」

こ
の
よ
う
な
形
、
文
末
に
歌
を
持
つ
例
が
相
当
目
立
つ
の
で
、
従
来
の
「
け

り
」
と
「
け
り
以
外
の
証
巴
と
い
う
分
け
方
で
は
な
く
、
文
末
語
を
「
け
り
」
と

「
和
歌
止
め
」
と
「
そ
の
他
(
用
言
、
「
け
り
」
を
除
く
助
動
調
、

ま
れ
に
体
言

助
詞
な
ど
)
」
の
三
種
に
分
類
し
て
み
た
。

表
5
を
み
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

B
は
C
に
近
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
五
つ
の
項
目
に
つ
い
て

A
・
B
-
C
の
各
部
分
を
比
較
し
て
み
た
。

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に

一
般
的
に
は
『
大
和
物
語
』
を
前
・
後
二
部
に
分
け

て
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
、
こ
こ
で
い
う

B
の
部
分
を
A

-
C
の
橋
渡
し
的
な
も
の
と
み
る
考
え
方
も
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
高
橋
亨



子

氏
は
、

ふ
つ
う
別
段
ま
で
と
そ
れ
以
降
と
二
部
に
分
け
る
け
れ
ど
も
、

「
そ
の
両

潤

者
も
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

山

出
段
か
ら
叩
段
ま
で
が
媒
介
的
な

品
却

位
置
を
占
め
て
連
続
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
刷
。

佐

縫
か
に
こ
れ
ま
で
項
目
別
に
見
て
き
た
中
に
も
、

B
の
部
分
だ
け
に
特
徴
的
と

伊

言
え
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
が
、

表
3
の
言
語
量
で
明
ら
か
な
よ
う
に

A
-

C
に
比
べ
て

B
は
分
量
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

B
の
部
分
を
独
立
さ
せ
て
『
大
和
物
語
』
を
三
分
し
て
考
え
る
と
い
う
の
に
は
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

従
っ
て
問
題
は

B
の
部
分
を
A
と
C
の
ど
ち
ら
に
属
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が

ハ
門
一
文
あ
た
り
の
平
均
字
数

白
文
連
接
法

四

「
な
む
|
|
け
る
」
の
係
り
結
び

に
つ
い
て
は
A
・
B
-
C
と
も
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か

し

ハ
円
章
段
の
長
さ

日
指
示
語

回
文
末
語

か
ら
は
、

B
は
A
よ
り
も
C
に
近
い

こ
と
が
う
か
が
え
る。

す
な
わ
ち
、
も
し
「
大
和
物
語
』
を
二
部
に
分
け
る
と
し
て
、
後
半
部
の
初
め

を
凶
段
か
ら
と
叩
段
か
ら
と
ど
ち
ら
に
す
る
の
が
よ
い
か
と
な
れ
ば
、
後
半
部
の

初
め
は
凶
段
か
ら
と
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

四

『
大
和
物
語
」

さ
て
、
以
上
で
一
応
後
半
部
は
凶
段
か
ら
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
第
二
の
問
題
、て〉

の
前
半
部
と
後
半
部
と
の
差
違
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

い
て
は
先
に
み
た
五
つ
の
項
目
の
う
ち
、
文
連
接
法
、
指
示
語
、
文
末
語
に
つ
い

て
改
め
て
前
・
後
二
部
を
比
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

文
連
接
法

前
半
部
に
比
べ
て
後
半
部
で
は
接
続
調
型
が
減
っ
て
指
示
詞
型
が
増
え
て
い
る

」
と
が
表
6
か
ら
よ
み
と
れ
る
。

た
と
え
ば
凶
段
の
冒
頭
部
分
。

表 6

文連接箇所 接続詞型 指示調型

前半部 408 
39 70 

(9.6) (17.2) 

後半部 388 
28 85 

(7.2) (21. 9) 

)内は全文連接箇所に対する割合

四

浪
路

よ
し
い
ゑ
と
い
ひ
け
る
宰
相
の
は
ら
か

ら
、
大
和
の
壕
と
い
ひ
て
あ
り
け
り
。

こ
れ
が
も
と
の
妻
の
も
と
に
、
筑
紫
よ

り
女
を
率
て
来
て
す
ゑ
た
り
け
り
。
も

と
の
妻
も
、
心
い
と
よ
く
、
A
7
の
妻
も

ゐに
た く
りき
け 心
りな
。く

か|
く|い
てと
こよ
の く
男語
は ら

ひ
こて

」
か
し
こ

の
人
の
国
が
ち
に
の
み
歩
き

ふ
た
り
の
女
の
み
な
む
ゐ
た

り
け
る
。
こ
の
筑
紫
の
妻
、
し
の
び
て

け
れ
ば
、



男
し
た
り
け
る
。
そ
れ
を
人
の
と
か
く
い
ひ
け
れ
ば
、

よ
み
だ
り
け
る
。

-
・
・
・
・
・
(
以
下
略
)

文
連
接
箇
所
が
五
箇
所
あ
る
の
に
対
し
て
、

そ
の
う
ち
四
箇
所
に

「
こ
れ
」

「
か
く
」
「
こ
の
」
「
そ
れ
」
と
指
示
語
が
使
つ
で
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

後
半
部
で
は
特
に
指
示
詞
型
の
多
用
が
目
立
つ
。

前
記
の
山
口
仲
美
氏
に
よ
れ
ば
、
指
示
詞
型
を
多
く
用
い
る
の
は
歌
物
語
の
特

徴
で
、
前
の
文
の
内
容
を
聞
き
手
あ
る
い
は
読
み
手
が
理
解
し
た
こ
と
を
確
か
め

な
が
ら
念
を
押
し
て
話
を
す
す
め
る
表
現
態
度
の
現
れ
で
、

こ
れ
は
も
と
も
と

「歌
物
語
」
が

「歌
語
り
」
を
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
と
す

れ
ば
、

わ
ず
か
な
が
ら
も
そ
の
い
わ
ゆ
る

「歌
物
語
」
的
な
文
章
の
特
徴
は
、
後

半
部
の
方
に
よ
く
現
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

口

指
示
語

次
に
指
示
語
に
つ
い
て
。
表
7
か
ら
、
後
半
部
で
指
示
語
が
全
体
的
に
多
く
用

い
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
前
半
部

・
後
半
部
と
も

「
こ
の
〉
そ
の
〉
か
の
」
の
順
に

多
い
こ
と
、
後
半
部
で
「
こ
の
」
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、

の
三
つ
の
こ
と
が
わ

f大和物語jの文章

か
る
。指

示
語
の
使
用
の

「
コ
〉
ソ
〉
カ
」

の
順
は
、
神
谷
か
を
る
氏
に
よ
れ
ば
、
会

話
文
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
コ
」
は
、
修
飾
さ
れ
る
語
を
語
り
の

現
時
点
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、

そ
こ
に
語
り
手
の
関
心
度
が
出
て
、
登
場
人

物
や
物
、
語
り
手
聞
き
手
を
一
つ
の
同
じ
場
に
並
べ
て
し
ま
う
効
果
を
持
っ
て
い

ハ
司

る
と
さ
れ
令
。
つ
ま
り
、
事
柄
を
つ
き
は
な
し
て
客
観
的
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、

表 7

そ日三子吾百有百主呈亘呈 計 、ー，ー の そ の かの

34 25 12 
前半部 1 71 (47.8) (35.2) (16.9) 

86 11 7 
後半部 0.8 104 (82.7) (10.6) (6.7) 

)内は百分比

話
し
手
に
も
聞
き
手
に
も
親
し
い
も
の
、
身
近
な
も

の
と
し
て
述
べ
て
行
く
態
度
が

「コ」

に
現
れ
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
と
え
ば
即
段
の
官
頭
部
分
。

一
六
九

井
手
の
を
と
め

む
か
し
内
舎
人
な
り
け
る
人

お
ほ
う

わ
の
御
幣
使
に
、
大
和
国
に
下
り
け
り
。

井
手
と
い
ふ
わ
た
り
に
、
清
げ
な
る
人
の

家
よ
り
、
女
ど
も
わ
ら
は
べ
い
で
来
て

こ
の
い
く
人
を
見
る
。
き
た
な
げ
な
き
女

い
と
を
か
し
げ
な
る
子
を
抱
き
て
、
門
の

も
と
に
立
て
り
。
こ
の
児
の
顔
の
い
と
を

か
し
げ
な
り
け
れ
ば
、
目
を
と
ど
め
て

「
そ
の
子
、
こ
ち
率
て
来
」
と
い
ひ
け
れ

ば
、
こ
の
女
寄
り
来
た
り
。
:
:
:
(
以
下

略

ま
ず
内
舎
人
な
る
男
が
出
て
来
る
。
こ
の
男
は
物
語
の
主
人
公
で
あ
り
、
彼
が

お
使
い
で
大
和
へ
下
る
途
中
に
井
手
の
あ
た
り
を
通
り
か
か
っ
た
と
き
、
大
変
か

わ
い
ら
し
い
女
の
子
を
み
か
け
る
場
面
。
初
め
に
井
手
の
わ
た
り
に
住
む
女
た
ち

が
よ
そ
者
で
あ
る
男
、
通
り
が
か
り
の

「
こ
の
い
く
人
を
見
る
」
と
あ
る
。
次
に

視
点
が
男
の
側
に
移
動
し
て

一
人
の
女
が
抱
い
て
い
る
子
ど
も
が
大
写
し
に
さ

五



子

れ
る
。
「
こ
の
児
の
顔
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
子
ど
も
を
抱

い
て
い
る
女
の
方
に
視
線
が
動
い
て
「
こ
の
女
」
と
な
る
。
物
語
は
こ
の
あ
と
、

潤山

男
が
六
・
七
才
く
ら
い
の
こ
の
子
ど
も
と
帯
を
取
り
か
え
て
結
婚
の
約
束
を
す
る
、

佐

と
続
け
ら
れ
る
。
男
の
方
は
す
ぐ
に
こ
の
約
束
を
忘
れ
て
し
ま
う
が
子
ど
も
は
覚

伊

え
て
い
て
、
七
・
八
年
の
後
に
二
人
は
ま
た
め
ぐ
り
会
う
:
:
:
の
か
ど
う
か
、
残

念
な
が
ら
こ
の
瑚
段
は
話
が
途
中
ま
で
し
か
な
く
、
こ
こ
に
出
て
き
た
男
と
女
が

ど
う
な
っ
た
か
肝
心
の
部
分
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
大
変
興
味
を
ひ
か
れ

る
物
語
の
語
り
初
め
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
物
語
の
官
頭
か
ら
「
こ

の
男
」
「
こ
の
児
」
「
こ
の
女
」
と
読
者
を
し
て
登
場
人
物
た
ち
を
身
近
に
感
じ
さ

せ
る
、
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
物
語
世
界
の
中
に
読
者
を
引
き
ず
り
込
む
手
法

が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
読
者
は
こ
こ
を
読
む
時
に
、
「
男

-
児
・
女
」
と
「
こ
の
」
で
持
ち
出
さ
れ
る
人
物
が
次
々
と
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
の
に
つ
き
合
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
人
物
が
自
分
に
近
い
と
こ
ろ

に
あ
る
こ
と
を
知
、
り
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

読
者
に
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
態
度
と
い
う
言
い
方
は
、
先
に
引
い
た
山

口
氏
も
使
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
「
歌
物
蓋
巴
の
特
徴
と
言
わ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
指
示
語
に
つ
い
て
も
前
半
部
よ
り
も
後
半
部
の
方

に
そ
れ
が
著
し
く
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

臼

文
末
語

二
番
目
に
文
末
語
に
つ
い
て
。

従
来
「
け
り
」
は
歌
物
語
の
語
る
文
体
の
特
徴
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
小
田
切
文

洋
氏
は
、
後
半
に
す
す
む
に
つ
れ
て
、
「
け
り
」
叙
述
か
ら
の
脱
却
が
目
立
つ
よ

表 8

文末数 け り 歌 そ の 他

346 120 82 
前半部 548 (63.1) (21. 9) (15.0) 

281 17 121 
後半部 419 (67.0) (4.1) (29.3) 

~ 

/， 

そ
れ
は
作
り
物
語
化
へ
の
傾
向
と
つ
な

A
W
 

比
が
っ
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

分百十品内

う
に
な
り
、

て
・
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

」
こ
で
は
文
末
を
「
け
り
」
と
「
和
歌
」
と
「
そ

の
他
」
の
三
種
類
に
分
け
て
あ
る
。
こ
れ
ま
で
大
方

は
「
け
り
」
と
「
け
り
以
外
」
と
い
う
二
つ
に
分
け

る
考
え
方
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
和
歌
止
め
の
文
が

目
立
つ
こ
と
か
ら
三
分
類
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先

に
も
い
く
ら
か
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

構
文
的
に
は
和
歌
を
文
末
に
投
げ
出
す
形
は
体
言

止
め
に
準
じ
る
も
の
で
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
は
「
け

り
以
外
」
の
項
目
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
歌
物
語
」
と
い
う
名
称
に
直
接
的
に
表
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
は
各
章
段
を
成
り
立
た
せ

る
大
事
な
も
の
で
あ
っ
て

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
充
分
重
視
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

さ
て
、
表

8
の
結
果
か
ら
み
て
、
「
け
り
」

は
わ

て
お
り
、
前
半
部
に
比
べ
て
和
歌
止
め
の
形
が
減
っ
た
分
だ
け
後
半
部
で
「
そ
の

ず
か
な
が
ら
む
し
ろ
後
半
部
の
方
で
多
く
用
い
ら
れ

他
」
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
前
半
部
で
は
和
歌
止
め
文
末

が
か
な
り
多
い
の
に
対
し
て
、
後
半
部
で
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、

か
わ

り
に
用
言
や
「
け
り
」
を
除
い
た
助
動
詞
な
ど
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う



こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
前
半
部
に
比
べ
て
後
半
部
の
方
に
多
様
な

文
末
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
後
半
部
で

「
け
り
」
の
使
用
が
減
少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
全
文
末
の

7

割
近
く
を
占
め
て
お
り
そ
の
割
合
は
か
え
っ
て
前
半
部
よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と

は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

つ
い
で
な
が
ら
文
末
に
関
連
し
て

「
な
む

i

l
け
る
」
の
係
り
結
び
に
つ
い

て
調
べ
て
み
る
と
、
前
半
部

ω文
に
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
半
部

で
は
口
文
に
一
回
と
、
こ
れ
も
ま
た
後
半
部
の
方
で
出
現
頻
度
が
高
い
と
い
う
結

果
が
出
て
い
る
。

こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
「
け
り
」
と
か
「
な
む

|

|
け
る
」
と
か
、

い
わ
ゆ
る

「
歌
物
語
」
の
語
る
文
体
の
特
徴
と
い
わ
れ
る
こ
と
ば
も
後
半
部
の
方
で
頻
繁
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
文
連
接
、
指
示
語
、
文
末
語
の
三
項
目
に
つ
い
て
述
べ
た
。
調
査
結
果

か
ら
は
、
前
半
部
に
比
べ
て
後
半
部
の
方
で
、
文
連
接
法
と
し
て
指
示
詞
型
が
多

用
さ
れ
る
、
「
こ
の
」
の
使
用
が
目
立
つ
、
「
け
り
」
や
「
な
む
1
1

1

け
る
」
が

f大和物語jの文章

頻
繁
に
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
従
来
、

い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
の
文
章
の
特
徴
と
言
わ
れ

て
来
た
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
歌
物
語
」
が
本
来
語
ら
れ
た

も
の
、
「
歌
語
り
」
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
た
特
徴
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
が
耳
で
聞
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
文
連
接
法
で
は
指
示

詞
型
を
多
用
し
て
前
文
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
、
話
を
間
違
い
な
く
把
握
さ
せ
る
、

指
示
語
で
は
「
こ
の
」
を
使
っ
て
話
の
内
容
が
話
し
手
に
も
聞
き
手
に
も
身
近
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
、

さ
ら
に
は
「
な
む

|

|
け
る
」
の
係
り
結

び
に
よ
っ
て
念
を
押
し
な
が
ら
、
「
け
り
」
文
末
で
説
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う

方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
『
大
和
物
語
」

の
前
半
部
と
後
半
部
と
を
比
べ
た
と
き
、
普
通

「
歌
物
語
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
前
半
部
よ
り
も
、

「
説
話
的
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
る
後
半
部
の
方
で
よ
り
一
層
い
わ
ゆ
る
「
歌
物
語
」
の
文
章
の
特
徴
、
す
な

わ
ち
口
調
性
が
そ
の
文
章
に
色
濃
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

四

以
上
、
『
大
和
物
語
」

の
前
半
部
、
後
半
部
の
文
章
の
差
違
と
い
う
こ
と
を
め

ぐ
っ
て
述
べ
た
。

凶
段
以
降
を
後
半
部
と
し
て
『
大
和
物
語
」
を
前
後
二
部
に
分
け
た
と
き
、
こ

こ
で
取
り
上
げ
た
ご
く
わ
ず
か
な
項
目
に
限
っ
て
み
て
も
そ
の
文
章
に
は
い
さ
さ

か
の
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。
章
段
の
長
さ
、
文
末
語
の
多
様
性
、
指
示
語
の
使

用
の
片
寄
り
な
ど
か
ら
そ
の
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
違
い
は
前
半

部
、
後
半
部
の
性
格
に
か
か
わ
る
よ
う
な
本
質
的
な
差
違
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
章
段
の
長
さ
の
問
題
。
各
章
段
の
長
さ
の
平
均
が
前
半
部
1
に
対
し

て
後
半
部
日
で
あ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
前
、
後
二
部
の

各
章
段
の
長
さ
の
平
均
の
違
い
な
の
で
あ
っ
て
、
前
半
部
に
長
い
章
段
が
な
い
わ

け
で
も
、
後
半
部
に
短
い
章
段
、
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点
、
こ
の
み
せ
か

け
の
前
、
後
の
違
い
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で七



/¥ 

子

は
な
い
か
。

注

潤

ま
た
、
文
末
語
、
指
示
語
に
つ
い
て
も
、
結
局
は

「
口
諦
性
」
の
現
れ
方
の
相

川
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
、
松
尾
拾
「
大
和
物
語
文
体
試
論
」

(「語
文
」

μ
、
昭
M
U

・
6
)
な
ど
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

ω
文
の
認
定
の
仕
方
が
私
見
に
近
い
こ
と
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
。

川
柳
田
忠
則
「
大
和
物
語
小
考
l
前
半
と
後
半
の
分
け
方
|
」

(
『
解
釈
』
問
、
昭
日
・

9
)

制
こ
の
点
に
関
し
て
、
塚
原
鉄
雄
先
生
か
ら
音
節
数
に
よ
る
と
い
う

考
え
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

同
表
の
数
値
の
処
理
に
つ
い
て
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
お
よ
そ
の
傾

向
を
み
る
に
つ
い
て
は
こ
の
程
度
の
比
較
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
以
下
の
表
に
つ
い
て
も
同
様
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
有
り

難
い
。
な
お
統
計
的
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
考
え
て

み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

同
山
口
仲
美

「平
安
文
章
史
研
究
の
一
視
点
|
文
連
接
法
を
め
ぐ
っ

て
1

」
(
『国
語
学
』
児
、
昭
ω
-
9
)
こ
こ
で
は

『平
安
文
学
の
文

体
の
研
究
」
(
明
治
書
院
、
昭
日
・

2
)
に
よ
る
o

m
重
ね
型
に
つ
い
て
は
そ
の
認
定
の
仕
方
に
全
く
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

附
総
文
数
が
表
1
の
制
に
対
し
て
切
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
瑚
・

山
両
段
が
い
わ
ゆ
る
切
断
形
式
で
、
文
の
途
中
で
切
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
末
に
か
か
わ
る
と
き
に
は
こ
の
分
を
除
い
た

こ
と
に
よ
る
。

同
阪
倉
篤
義
「
歌
物
語
の
文
章
|
「
な
む
」
の
係
り
結
び
を
め
ぐ
っ

て
|
」
(
『国
語
国
文
」

n
の
6
、
昭

m
・
6
)

こ
こ
で
は

「論
集
日

本
語
研
究
ロ
中
古
語
」
(
有
精
堂
、
昭
防
・

6
)

に
よ
る
。
そ
の
ほ

A
H
 

側
小
林
岩
彦
「
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
の
文
体
」
(
『中
京
大
学
文
学

部
紀
要
」
4
の
1
、
昭

ω
・
6
)
ほ
か
。

山

対
的
な
差
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

佐

『
大
和
物
一
証
巴
を
前
、
後
二
部
に
分
け
る
こ
と
の
意
味
は
、

い
ま
一
度
改
め
て

伊

考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
前
、
後
の

差
違
と
い
う
も
の
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
す
す
め
て
行
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
文
章
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
「
口
調
性
」
は
、

前
半
部
、
後
半
部
に
一
貫
し
て
お
り
、

む
し
ろ
後
半
部
の
方
に
そ
の
特
徴
が
著
し

い
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
一
般
に

「歌
物
語
的
前
半
部
、
説
話
的
後
半
部
」
と
言
わ

れ
て
き
た
こ
と
と
は
一
致
し
な
い
。

「歌
物
語
」
が
「
歌
語
り
」
を
基
盤
と
し
た

も
の
で
あ
る
の
な
ら
、

そ
の

「語
り
」
の
特
徴
を
よ
く
現
し
て
い
る
の
は
後
半
部

の
方
で
あ
り
、
後
半
部
の
方
こ
そ
が

「歌
物
語
的
」
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

と
も
あ
れ
、
従
来
の

『
大
和
物
語
」
研
究
で
は
い
わ
ゆ
る
前
半
部
、
後
半
部
の

違
い
の
面
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
『
大

和
物
韮
巴
全
体
を
と
ら
え
る
考
え
方
に
も
っ
と
我
々
は
目
を
向
け
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
文
章
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る

「
口
調
性
」
は
、

そ
の
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
問
題
は
数
多
い
が
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
九
八
六

稿



『大和物語jの文章

制

「
嘉
種
に
」
の
と
こ
ろ
を
句
点
に
す
る
か
読
点
に
す
る
か
は
問
題

で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
末
語
も
当
然
か
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
は
す

べ
て
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
た
。

同
注
削
に
閉
じ
。

同
高
橋
亨
「
大
和
物
語
」
(
「
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
①
物
語
文

尚子
』
明
治
書
院
、
昭
日
・

9
)

同
注
刷
に
同
じ。

制
神
谷
か
を
る

「物
語
文
章
史
と
指
示
語
」
(
『
語
文
」
ぬ
、
昭
日
・

ロ)

同
小
田
切
文
洋

「大
和
物
語
の
表
現
方
法
|
第
一
部
と
第
二
部
を
対

比
し
て
|
」
(
『
日
本
大
学
文
理
学
部
研
究
年
報
』
辺
、

昭
日
・

2
)
 〔

付
記
〕

本
稿
は
昭
和
日
年
度
国
語
学
会
秋
季
大
会
で
の
発
表
を
も
と
に
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
発
表
の
席
上
そ
の
ほ
か
で
い
ろ
い
ろ
と
ご
教
示
く
だ

さ
い
ま
し
た
諸
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

(
補
注
)
成
稿
後
、
指
示
語

「こ

の
」
に
関
し
て
南
崎
晋
「
大
和
物
語

の
文
章
「
こ
の
」

の
表
現
性
を
中
心
と
し
て

」
(
『
城
南

国
文
」
6
、
昭

ω
・
ロ
)
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

ご
報
告

し
て
お
く
。

九


