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は
じ
め
に

　

日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
私
の
仮
説
「
等
時
音
律
説
」
の
初
出
は
、
昭
和
五
十
三
年

（
一
九
七
八
年
）
の
二
月
で
あ
っ
た（
１
）。
そ
れ
か
ら
三
十
五
年
余
り
が
経
過
し
た
が
、「
等
時
音

律
説
」
は
い
ま
だ
人
々
に
理
解
さ
れ
ず
、
誤
解
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る

四
拍
子
説
の
な
か
に
埋
も
れ
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

た
し
か
に
「
等
時
音
律
説
」
は
四
拍
子
説
の
一
つ
で
あ
る
が
、
他
の
四
拍
子
説
と
は
根
本
的

に
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
こ
そ
が
日
本
詩
歌
の
形
態
を
と
ら
え
る
た
め

の
要
諦
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

他
と
は
異
な
る
「
等
時
音
律
説
」
の
基
底
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
日
本
詩
歌
の
ほ

ん
と
う
の
姿
は
お
そ
ら
く
そ
こ
か
ら
し
か
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
　「
等
時
音
律
説
」
初
出
前
後

　

今
か
ら
三
十
数
年
前
と
い
え
ば
、
日
本
語
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
、
言
語
論
・
日
本
語
論
へ
の
関

心
が
高
ま
っ
た
一
時
期
で
あ
る
。
日
本
語
ブ
ー
ム
は
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
る
機

縁
と
も
な
っ
た
。

　

安
藤
元
雄
は
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
三
日
の
『
東
京
新
聞
』
夕
刊（
２
）
で
、「
こ
こ
半
年
ほ
ど

の
間
だ
け
で
も
」、
別
宮
貞
徳
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
』（
昭
和
52
年
10
月
）（
３
）、
荒
木
亨
「
日
本
詩

の
詩
学
」（
昭
和
52
年
11
月
・
12
月
）（
４
）、
菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
・
続
篇
』（
昭
和
53
年
3

月
）（
５
）
と
い
っ
た
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
論
考
が
相
次
い
で
公
に
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、

さ
ら
に
拙
稿
「
等
時
音
律
説
試
論
」（
昭
和
53
年
2
月
）
の
出
現
に
も
触
れ
て
「
論
争
の
尾
は
な

お
も
引
か
れ
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。

　

こ
の
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
四
拍
子
説
の
代
表
た
る

「
音
歩
説
」
で
あ
る
。「
論
争
の
尾
」
は
拙
稿
の
後
に
も
延
び
て
い
る
。
高
橋
信
之
『
比
較
俳
句

論
序
説
』（
６
）
は
、
俳
句
の
形
式
を
論
じ
、「
音
歩
説
」
と
こ
の
延
び
た
「
尾
」
の
観
察
か
ら
「
音

歩
説
」
の
功
績
と
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
音
歩
説
」
は
、
俳
句
の
リ
ズ
ム
の
分
析
を
深
く
掘
り
下
げ
、
俳
句
の
定
型
に
弾
力
性
を
も

た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
日
本
語
詩
歌
の
リ
ズ
ム
形
式
論
の
中
で
最
も
有
力
な
説
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
十
七
字
音
定
型
以
上
の
厄
介
な
問
題
を
抱
え
込
み
、
解
決
で
き
な

い
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
る
。
岩
波
の
「
文
学
」
誌
上
で
の
音
歩
説
に
つ
い
て
の
意
見

の
や
り
と
り
は
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
五
十
三
年
二

月
号
に
載
っ
た
寺
杣
雅
人
氏
の
「
等
時
音
律
説
試
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
書
か
れ

た
七
月
号
の
坂
野
信
彦
氏
の
「
音
（
マ
マ
）律
論
の
基
本
」
と
土
居
光
知
氏
の
「
明
治
時
代
新
詩
の

詩
形
」
で
あ
る
。

「
音
歩
説
」
は
、
俳
句
の
定
型
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、「
音
歩
説
」

そ
の
も
の
も
弾
力
性
を
も
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
音
歩
説
」
が
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」
と
は
何
か
。
ま
た
「
十
七
字
音
定
型
以
上
の
厄

介
な
問
題
」
を
抱
え
た
「
音
歩
説
」
に
求
め
ら
れ
る
「
弾
力
性
」
と
は
何
か
。
日
本
詩
歌
の
形

態
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
問
う
前
に
、
ま

「
等
時
音
律
説
」
の
基
底

　
　
　

 　

―
―
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た
問
う
た
め
に
も
、
ま
ず
こ
こ
に
み
え
る
『
文
学
』
誌
上
の
三
編
の
論
考
、
拙
稿
「
等
時
音
律

説
試
論
」、
坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
」、
土
居
光
知
「
明
治
時
代
新
詩
の
詩
形
」
の
簡
単
な

関
係
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

二
　『
文
学
』
誌
上
の
四
拍
子
論
争

　

拙
稿
「
等
時
音
律
説
試
論
」
は
、「
音
歩
説
」
批
判
の
上
に
立
論
し
て
い
た
。
端
的
に
い
え
ば
、

「
音
歩
説
」
で
は
五
音
句
・
七
音
句
の
句
内
の
各
音
は
等
時
で
な
く
、
一
音
だ
け
は
他
の
二
倍
の

時
間
量
を
も
つ
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、「
等
時
音
律
説
」
は
句
内
の
各
音
は
等
時
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
異
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
例
を
示
せ
ば
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
人
口
に
膾
炙
し
た
芭
蕉
句
「
古
池
や
蛙
飛
び
込

む
水
の
音
」
を
例
に
取
る
と
、
上
五
の
「
古
池
や
」、
下
五
の
「
水
の
音
」
の
各
音
は
、「
音
歩
説
」

に
よ
れ
ば
、
二
音
を
一
つ
の
四
分
音
符
と
す
る
四
拍
子
の
拍
子
運
動（
７
）
の
上
に
、

　
　

古
池
や　
　
　

→　

フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー
×
×

　
　

水
の
音　
　
　

→　

ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×

と
い
う
よ
う
に
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
中
七
で
あ
れ
ば
、
そ
の
七
音
は
、

　
　

蛙
飛
び
込
む　

→　

カ
ワ
ズ
ー
ト
ビ
コ
ム

と
展
開
す
る
。「
古
池
や
」
の
「
ヤ
ー
」、「
水
の
音
」
の
「
ノ
ー
」、「
蛙
飛
び
込
む
」
の
「
ズ
ー
」

が
他
の
倍
の
長
さ
で
あ
る
た
め
、
句
内
の
各
音
は
不
等
時
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
等
時
音
律
説
」
で
は
、
そ
の
上
五
と
下
五
な
ら
ば
、
同
じ
く
二
音
を
一
つ
の

四
分
音
符
と
す
る
四
拍
子
の
拍
子
運
動
の
上
に
、

　
　

古
池
や　
　
　

→　

フ
ル
イ
ケ
ヤ
×
×
×

　
　

水
の
音　
　
　

→　

ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×
×

と
等
時
の
五
音
の
後
に
三
音
分
の
休
止
部
が
続
く
形
と
な
り
、
そ
の
中
七
な
ら
ば
、

　
　

蛙
飛
び
込
む　

→　

×
カ
ワ
ズ
ト
ビ
コ
ム

と
な
っ
て
、一
音
分
の
休
止
部
の
後
に
等
時
の
七
音
が
並
ぶ
形
と
な
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る（
８
）。

　

た
だ
し
、
七
音
句
の
場
合
、
そ
の
語
構
成
に
よ
っ
て
律
形
式
は
二
通
り
と
な
る
。
そ
れ
は
先

に
挙
げ
た
「
蛙
飛
び
込
む
」
の
よ
う
な
三
四
型
の
場
合
と
そ
の
他
の
場
合
と
な
り
、
そ
の
他
の

場
合
は
、「
飛
び
込
む
蛙
」
の
よ
う
な
四
三
型
で
あ
れ
、「
鳴
く
蛙
飛
ぶ
」
の
よ
う
な
二
三
二
型

で
あ
れ
、
あ
る
い
は
「
雨
蛙
飛
ぶ
」
の
よ
う
な
五
二
型
で
あ
れ
、
す
べ
て
、

　
　

飛
び
込
む
蛙　

→　

ト
ビ
コ
ム
カ
ワ
ズ
×

　
　

鳴
く
蛙
飛
ぶ　

→　

ナ
ク
カ
ワ
ズ
ト
ブ
×

　
　

雨
蛙
飛
ぶ　
　

→　

ア
マ
ガ
エ
ル
ト
ブ
×

と
い
う
よ
う
に
、
等
時
の
七
音
の
後
に
一
音
分
の
休
止
部
が
来
る
形
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
音
歩
説
」
で
は
、
こ
う
し
た
七
音
句
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　

飛
び
込
む
蛙　

→　

ト
ビ
コ
ム
カ
ワ
ズ
ー

　
　

鳴
く
蛙
飛
ぶ　

→　

ナ
ク
カ
ワ
ズ
ー
ト
ブ

　
　

雨
蛙
飛
ぶ　
　

→　

ア
マ
ガ
エ
ル
ー
ト
ブ

と
読
み
、
す
べ
て
句
中
に
他
の
二
倍
の
長
さ
と
な
る
一
音
（
こ
こ
で
は
順
に
「
ズ
ー
」、「
ズ
ー
」、

「
ル
ー
」）
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
、「
音
歩
説
」
と
「
等
時
音
律
説
」
は
、
い
ず
れ
も
五
音
句
・
七
音
句
の
背
後

に
四
拍
子
の
拍
子
運
動
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
リ
ズ
ム
形
式
と
し
て
は
、
句
内
の
一
箇
所

に
時
間
量
が
他
の
二
倍
の
一
音
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
、
小
さ
な
異
な
り
を
も
つ
。

た
だ
し
、
こ
の
地
表
の
小
さ
な
一
点
の
相
違
は
、
実
は
そ
の
根
の
大
き
な
相
違
に
由
来
す
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
」
に
移
ろ
う
。

　
「
韻
律
論
の
基
本
」
が
提
示
し
た
見
解
は
、
右
に
述
べ
た
「
音
歩
説
」
に
よ
る
リ
ズ
ム
形
式
も

「
等
時
音
律
説
」に
よ
る
リ
ズ
ム
形
式
も
よ
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
蛙
飛
び
込
む
」

な
ら
ば
、「
カ
ワ
ズ
ー
ト
ビ
コ
ム
」
も ｢

×
カ
ワ
ズ
ト
ビ
コ
ム ｣

も
よ
い
、「
水
の
音
」
で
あ
れ

ば
、「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
で
も ｢

ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×
× ｣

で
も
構
わ
な
い
で
は
な
い
か
と
い

う
、
実
に
お
お
ら
か
な
見
解
で
あ
っ
た
。

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
許
容
範
囲
の
広
い
見
方
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、「
音
歩

説
」
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、

（
韻
律
論
に
お
い
て—

—

引
用
者
）
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
、「
ど
う
読
む

べ
き
か
」
で
は
な
く
、「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」（
ま
た
「
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
」）
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
詩
歌
に
お
い
て
句
内
に
一
音
の
長
音
を
含
む
読
み
方
と
そ

れ
を
含
ま
な
い
読
み
方
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
当
然
、
そ
れ
ら
は
読
み
方
と
し
て
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認
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
い
ず
れ
も
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
「
ど
う
読
む
べ
き
か
」
は
、「
等
時
音
律
説
試
論
」
に
お
い
て

私
の
発
し
た
問
い
で
あ
り
、「
定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か
」
が
そ
の
副
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
」
は
、
副
題
を
「
寺
杣
論
文
を
め
ぐ
っ
て
」
と
し
、「
定

型
詩
歌
の
正
し
い
読
み
方
を
規
定
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
」
寺
杣
論
文
は
、「
韻

律
論
に
か
か
わ
る
基
本
姿
勢
に
お
い
て
、
す
で
に
重
大
な
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
て
い
る
」
と
激

し
く
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

リ
ズ
ム
形
式
に
つ
い
て
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、た
と
え
ば「
水
の
音
」で
い
え
ば
、「
ミ
ズ
ノ
ー

オ
ト
×
×
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
そ
う
で
は
な
く ｢

ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×
× ｣

と

読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
そ
し
て
「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と
も ｢

ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×

× ｣

と
も
読
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
以
外

の
読
み
方
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
も
認
め
よ
う
と
い
う
見
解
の
三
見
解
が
鼎
立
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
こ
こ
に
、坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、韻
律
論
と
は
何
か
と
い
う
、

最
も
根
本
的
な
問
い
が
浮
上
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
叙
述
の
流
れ
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
も
ひ
と
ま
ず
後
回
し
に
し
て
進
め
た
い
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
一
言
は
さ
ん
で
お
く
と
、
日
本
詩
歌
の
読
ま
れ
方
の
現
在
を
さ
ぐ
る
の
が
韻

律
論
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
は
韻
律
と
い
う

日
本
詩
歌
の
形
態
を
追
究
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
終
わ
る
な
ら
ば
、

韻
律
論
と
い
う
よ
り
「
詩
歌
の
朗
読
に
関
す
る
実
態
調
査
」（
９
）
と
い
っ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
日
本
の
詩
歌
は
、「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と ｢

ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×
× ｣
と

を
一
緒
く
た
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
鈍
重
な
聴
感
覚
や
美
意
識
に
よ
っ
て
発
生
し
、
維
持
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。

　

最
後
に
土
居
光
知
「
明
治
時
代
新
詩
の
詩
形
」
で
あ
る
が
、
土
居
光
知
こ
そ
「
音
歩
説
」
の

提
案
者
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
拙
稿
「
等
時
音
律
説
試
論
」
は
土
居
説
に
対
す
る
反
論

で
あ
っ
た
。
実
は
拙
稿
が
出
た
後
、『
文
学
』
編
集
部
か
ら
土
居
光
知
が
拙
稿
に
対
す
る
反
批
判

を
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
連
絡
を
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
発
表
さ
れ
た
「
明
治
時
代
新

詩
の
詩
形
」
に
は
「
等
時
音
律
説
」
へ
の
直
接
の
言
及
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
次
の
言
は
、
韻
律
論
に
お
け
る
「
音
歩
説
」
の
位
置
を
、
厳
密
に

言
え
ば
こ
こ
に
至
っ
て
の
土
居
光
知
の
立
ち
位
置
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
。

俳
句
は
五
・
七
・
五
の
十
七
音
か
ら
な
る
短
詩
形
で
あ
っ
て
歩
調
に
適
応
す
る
音
歩
律
を
整

え
る
必
要
も
な
く
、
音
歩
律
は
俳
句
の
読
み
方
に
間
接
の
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
「
間
接
の
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
」。ず
い
ぶ
ん
消
極
的
な
リ
ズ
ム
説
で
あ
る
。と
い
う
か
、

そ
う
な
っ
て
い
た
。「
音
歩
説
」
は
こ
の
よ
う
な
弱
腰
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
こ
う
読
む
べ
き
だ
」
と
い
う
規
範
性
、
日
本
詩
歌
の
享
受
者
へ
の
強
い
拘
束
性
は
ま
っ
た
く
み

え
な
い
。

　

こ
の
土
居
論
文
に
は
、
落
合
直
文
「
孝
女
白
菊
の
歌
」
か
ら
「
阿
蘇
の
山
里
秋
深
け
て
」
を

引
い
て
、
次
の
よ
う
な
読
み
方
の
具
体
例
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

あ
そ
・
の　

・
や
ま
・
ざ
と
・　
　

あ
き
・
ふ
け
・
て　

・ 　
？　

　

五
音
句
「
秋
深
け
て
」
の
四
音
歩
目
に
あ
る
「
？
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
休
止

部
は
省
略
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
く
な
れ
ば
四
音
歩
と
三
音

歩
に
な
り
、
四
分
の
四
拍
子
の
周
期
性
も
当
然
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る（

10
）。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
音
歩
説
」
は
、
私
の
知
る
「
音
歩
説
」
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
私
の
手

元
に
あ
っ
た
の
は
、
昭
和
二
年
の
土
居
光
知
『
文
學
序
説
』（

11
）
所
収
の
「
詩
形
論
」
で
あ
る
。

こ
の
「
詩
形
論
」
で
は
、
た
と
え
ば
島
崎
藤
村
『
若
菜
集
』
中
の
「
お
え
ふ
」
の
一
節
「
水
靜

な
る
江
戸
川
の
」
な
ら
ば
、

　
　

み
づ　

し
づ　

か　

な
る　

｜　

え
ど　

が
は　

の　
　

｜

と
表
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
五
音
句
「
江
戸
川
の
」
に
は
、「
？
」
で
は
な
く
四
分
休
符
「　

」
が
書
き
入
れ
ら
れ
て

お
り
、
四
分
の
四
拍
子
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
芭
蕉
七
部
集
の
調
査
か
ら
、
上
五
に
は
「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー
×
×
」
の
よ
う
な
、「
音
歩
説
」

で
い
う「
２
２
１
０
」（

12
）
の
語
構
成
の
句
が
極
端
に
多
く（
約
90
％
）現
れ
、下
五
に
は「
ミ
ズ
ノ
ー

オ
ト
×
×
」
の
よ
う
な
、「
音
歩
説
」
で
い
う
「
２
１
２
０
」
の
語
構
成
の
句
が
こ
れ
ま
た
極
端

に
多
く
（
約
90
％
）
現
れ
る
こ
と
を
突
き
止
め
、「
２
２
１
は
連
續
的
な
節
奏
で
あ
り
、
２
１
２

は
終
止
的
な
節
奏
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
と
断
定
し
て
い
た（

13
）。
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こ
れ
は
詩
句
の
も
つ
音
律
形
態
に
関
す
る
実
証
的
で
論
理
的
な
推
理
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
古

池
や
」
は
「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー
×
×
」
と
い
う
リ
ズ
ム
形
式
か
ら
成
っ
て
い
る
、
ま
た
「
水
の
音
」

は
「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と
い
う
リ
ズ
ム
形
式
か
ら
成
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
は
当
然
、「
古
池
や
」
は
「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー
×
×
」
と
読
む
べ
き

だ
、「
水
の
音
」
は
「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
が
導
か
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
当
時
の
「
音
歩
説
」
は
他
の
リ
ズ
ム
説
に
は
な
い
説
得
力
と
詩
歌

を
享
受
す
る
者
へ
の
強
制
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
明
治
時
代
新
詩
の
詩
形
」は
そ
れ
か
ら
約
半
世
紀
後
の
土
居
光
知
自
身
の
発
言
で
あ
る
。「
音

歩
律
は
俳
句
の
読
み
方
に
間
接
の
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
控
え
め
な
物
言
い
は
、

た
い
へ
ん
残
念
で
あ
る
が
、
土
居
光
知
が
「
音
歩
説
」
に
自
ら
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。（
こ
の
消
極
的
「
音
歩
説
」
は
、
本
来
の
「
音
歩
説
」
と
は
異
な
る
別

物
と
し
て
リ
ズ
ム
形
式
に
関
す
る
四
つ
め
の
見
解
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。）

　

ま
た
坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
」
は
、
た
と
え
ば
「
水
の
音
」
は
「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」

と
い
う
「
音
歩
説
」
に
よ
る
読
み
方
を
代
表
と
し
つ
つ
も
、「
等
時
音
律
」
に
よ
る
「
ミ
ズ
ノ
オ

ト
×
×
×
」
を
も
、
そ
し
て
そ
の
他
の
読
み
方
を
も
許
容
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
「
音
歩
説
」
に
さ
ら
に
大
き
な
「
弾
力
性
」
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
等
時
音
律
説
」
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
音
歩
説
」
に
「
弾
力
性
」
を

求
め
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
水
の
音
」
に
対
し
て
は
「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
×
×
×
」
し

か
な
く
、
そ
れ
を
「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と
す
る
「
音
歩
説
」
は
誤
り
で
あ
り
、
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、『
文
学
』
誌
上
の
四
拍
子
論
争
の
概
略
を
紹
介
し
、「
音
歩
説
」
に
求
め
ら
れ
た
「
弾
力
性
」

と
は
何
か
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。「
音
歩
説
」
が
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」
に
つ
い
て

は
、
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

三
　「
音
歩
説
」
と
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」

　

高
橋
信
之
『
比
較
俳
句
論
序
説
』
に
は
、「
音
歩
説
」
は
「
俳
句
の
リ
ズ
ム
の
分
析
を
深
く
掘

り
下
げ
、俳
句
の
定
型
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
」た
と
あ
っ
た
。改
め
て「
音
歩
説
」

が
ど
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
説
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
「
音
歩
説
」
が
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」

と
は
何
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
音
歩
説
」
は
『
現
代
俳
句
辞
典
』
の
「
リ
ズ
ム
」
の
項
で
、次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る（

14
）。

俳
句
は
、
五
・
七
・
五
、十
七
音
を
定
型
と
す
る
が
、
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
単
位
は
、
音
歩
と

さ
れ
る
。
音
歩
は
二
音
ま
た
は
一
音
か
ら
な
り
、
日
本
語
と
し
て
こ
れ
以
上
こ
ま
か
く
分

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
単
位
で
あ
る
。
こ
の
音
歩
の
反
復
進
行
が
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
。

ま
た
、
音
歩
は
一
音
の
音
歩
も
、
二
音
の
音
歩
も
、
発
声
に
等
し
い
時
間
を
持
つ
と
さ
れ
、

さ
ら
に
五
・
七
・
五
の
三
つ
の
分
節
も
、
停
音
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
四
音
歩

か
ら
な
る
等
し
い
時
間
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
、
作
品
に
即
し
て
い
え
ば
、

　

春は
る

す
で
に
高た
か

嶺ね

未み

婚こ
ん

の
つ
ば
く
ら
め　
　
　

龍　

太

　

２
２
１
０
｜
２
２
（
マ
マ
）２
２
｜
２
２
１
０

　

除じ
よ

夜や

の
妻つ
ま

白は
く
ち
よ
う

鳥
の
ご
と
湯ゆ

あ浴
み
を
り　
　
　

澄　

雄　

　

２
１
２
０
｜
２
２
１
２
｜
２
１
２
０

　

と
な
り
、
五
・
七
・
五
、十
七
音
定
型
の
リ
ズ
ム
は
、

　
　

２
１
２
０　
　
　

２
２
２
１　
　
　

２
１
２
０

     　

            　
　

 

２
２
１
２

　
　

２
２
１
０　
　
　

２
１
２
２　
　
　

２
２
１
０

の
組
み
合
せ
か
ら
な
る
と
分
析
で
き
る
が
、
実
作
は
字
余
り
、
破
調
を
加
え
て
、
リ
ズ
ム

の
組
み
合
せ
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
津
昭
彦
）

　
「
音
歩
説
」
は
俳
句
辞
典
で
は
リ
ズ
ム
の
説
明
に
利
用
さ
れ
る
ほ
ど
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、「
音
歩
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
、
二
音
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
る
と
い
う
日

本
語
の
傾
向
も
、
こ
れ
は
「
音
歩
説
」
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
に
広
く
承
認
さ

れ
て
い
る
。
二
音
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
る
と
い
う
点
は
「
等
時
音
律
説
」
に
お
い
て
も
四
拍

子
を
形
成
す
る
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
音
歩
説
」
に
お
け
る
音
歩
の
特
徴
は
、「
二
音
ま
た
は
一
音
か
ら
な
り
、
日
本
語
と
し
て
こ

れ
以
上
こ
ま
か
く
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
単
位
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
一

般
に
は
日
本
語
の
最
小
単
位
は
拍
（
モ
ー
ラ
）
で
あ
り
、
通
常
そ
れ
は
一
音
で
あ
る
）。
二
音
分

の
時
間
量
を
も
つ
音
歩
が
最
小
単
位
で
あ
る
か
ら
、「
音
歩
説
」
で
は
、
五
音
句
・
七
音
句
の
句

内
の
各
音
は
単
独
で
は
存
在
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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具
体
的
に
言
え
ば
、
文
節
や
語
を
先
頭
か
ら
二
音
ず
つ
に
区
切
っ
て
音
歩
を
作
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
が（

15
）、
文
節
や
語
が
偶
数
音
で
で
き
て
い
れ
ば
割
り
切
れ
、
奇
数
音
で
で
き
て
い
る

場
合
は
一
音
余
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
の
余
っ
た
一
音
は
引
き
延
ば
さ
れ
て
二
音
分
の
時
間

量
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
一
音
歩
と
数
え
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

　

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
飯
田
龍
太
の
句
で
い
え
ば
、
上
五
の
「
春
す
で
に
」
は
、「
春
」

の
二
音
と
「
す
で
に
」
の
三
音
で
で
き
て
い
る
か
ら
、「
ハ
ル
」
は
一
音
歩
、「
ス
デ
ニ
」
は
「
ス

デ
」
で
一
音
歩
と
な
っ
て
「
ニ
」
が
余
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
「
ニ
ー
」
と
二
音
分

に
延
ば
し
て
こ
れ
も
一
音
歩
と
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
歩
に
含
ま
れ
る
音
の
数

は
、「
２
２
１
０
」（「
停
音
」
の
音
歩
は
音
が
な
い
の
で
０
と
す
る
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
次
の

中
七
の
「
高
嶺
未
婚
の
」
は
、「
高
嶺
」
が
「
タ
カ
」
と
「
ネ
」
で
「
２
１
」
と
な
り
（
２
２
と

あ
る
の
は
誤
り
）、「
未
婚
の
」
は
「
ミ
コ
」
と
「
ン
ノ
」
と
二
つ
の
音
歩
で
割
り
切
れ
る
の
で
、

合
わ
せ
る
と
「
２
１
２
２
」
と
な
る
。

　

こ
う
し
て
五
音
句
も
七
音
句
も
「
い
ず
れ
も
四
音
歩
か
ら
な
る
等
し
い
時
間
を
持
」
ち
、「
こ

の
音
歩
の
反
復
進
行
が
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
」
こ
と
に
な
る
。
音
歩
一
つ
を
四
分
音
符
一
つ
と

す
る
四
拍
子
の
拍
子
運
動
が
そ
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
音
歩
説
」
が
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」
と
は
何
か
。

　

昭
和
三
十
四
年
に
出
た『
俳
句
講
座
』第
九
巻
に
は
西
垣
脩
に
よ
る「
定
型
」の
章
が
設
け
ら
れ
、

「
俳
句
の
定
型
と
は
」
と
し
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
高
濱
虚
子
の
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
る（

16
）。

　
　

俳
句
は
五
七
五
、
即
ち
十
七
字
と
い
ふ
こ
と
が
型
の
上
で
は
鉄
則
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

　

こ
れ
は
虚
子
の
『
俳
句
讀
本
』（

17
）
か
ら
引
い
た
一
文
で
あ
る
が
、こ
れ
に
対
し
、西
垣
脩
は
「
果

た
し
て
鉄
則
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、「
今
日
で
は
定
型
の
概
念
は
、
も
は
や
単
純

に
杓
子
定
規
な
も
の
で
な
く
、
現
代
の
詩
の
器
と
し
て
の
弾
力
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」

と
解
説
し
て
い
る
。

　

定
型
の
概
念
は
「
弾
力
性
」
を
も
つ
と
い
う
判
断
は
、「
音
歩
説
」
を
拠
り
所
と
し
た
、「
俳

句
の
定
型
は
、
四
音
歩
三
分
節
を
骨
格
と
す
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
来
て
い
る
。『
現
代
俳
句
辞

典
』
で
も
、
五
音
句
も
七
音
句
も
と
も
に
四
音
歩
か
ら
で
き
て
お
り
、
上
五
、
中
七
、
下
五
を

合
わ
せ
る
と
「
四
音
歩
三
分
節
」
と
な
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
当
然
定
型
の
定
義
は

ゆ
る
や
か
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

西
垣
脩
は
こ
こ
で
、先
に
掲
出
し
た
『
現
代
俳
句
辞
典
』
と
同
じ
音
歩
の
構
成
（「
２
１
２
０
」

等
）
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

そ
れ
は
全
部
で
十
二
通
り
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
第
一
ま
た
は
第
三
の
分
節
が
２
・
２
・
２
・

０
の
場
合
、
第
二
分
節
が
２
・
２
・
２
・
２
の
場
合
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
り
っ
ぱ
な

基
本
型
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

十
二
通
り
と
い
う
の
は
、
上
五
の
第
一
分
節
で
二
通
り
、
中
七
の
第
二
分
節
で
三
通
り
、
下

五
の
第
三
分
節
で
二
通
り
の
音
歩
構
成
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
を
掛
け
合
わ
せ
て
導
い
て

い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
に
三
分
節
の
す
べ
て
で
音
歩
構
成
を
も
う
一
つ
増
や
し
て
い
る
か
ら
、

三
十
六
通
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
で
広
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

上
五
、
下
五
の
「
２
２
２
０
」
と
中
七
の
「
２
２
２
２
」
は
当
然
字
余
り
句
と
な
る
が
、「
四

音
歩
三
分
節
」
と
い
う
定
型
の
条
件
は
満
た
し
て
い
る
。
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」
の
お

か
げ
で
、奇
妙
な
こ
と
に
、字
余
り
句
ま
で
も
定
型
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

実
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
弾
力
化
は
さ
ら
に
拡
大
し
て
最
後
に
は
「
定
型
の
限

界
」
は
「
理
屈
で
い
え
ば
、十
二
音
歩
が
全
部
二
音
の
二
十
四
音
歩
ま
で
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

十
八
音
、
十
九
音
と
い
う
の
で
は
な
く
、
最
大
で
二
十
四
音
ま
で
は
定
型
と
認
め
る
と
い
う
節

度
の
な
さ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
音
歩
説
」
に
依
り
つ
つ
定
型
を
「
四
音
歩
三
分
節
」
と
定
義

し
て
し
ま
っ
た
た
め
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

高
橋
信
之
『
比
較
俳
句
論
序
説
』
は
、
こ
れ
を
「
俳
句
の
定
型
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
こ
と

に
成
功
し
」
た
と
「
音
歩
説
」
を
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
成
功
と
い
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　「
等
時
音
律
説
」
の
形
成

　
「
等
時
音
律
説
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

　
「
ど
う
読
む
べ
き
か
」
を
追
究
す
る
「
等
時
音
律
説
」
に
お
い
て
も
、「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」

は
研
究
の
手
段
で
あ
り
、
一
過
程
と
な
る
。

　
『
音
聲
學
大
辞
典
』（

18
）
に
は
、「
音
数
律
」
の
項
が
あ
り
、「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
が
示

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
河
竹
黙
阿
弥
「
三
人
吉
三
」
の
一
節
「
月
も
お
ぼ
ろ
に
白
魚
の
」

の
十
二
音
は
、
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｜
○
ツ
｜
キ
モ
｜
オ
ボ
｜
ロ
ニ
｜
シ
ラ
｜
ウ
オ
｜
ノ
○
｜
○
○
｜

と
表
さ
れ
、「
２
拍
ず
つ
が
小
さ
な
ま
と
ま
り
を
作
り
、
適
宜
に
休
止
を
設
け
、
４
拍
子
で
発
音

さ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
２
拍
ず
つ
」
の
「
小
さ
な
ま
と
ま
り
」
と
は
、「
音
歩
説
」
で
「
二
音
ま
た
は
一
音
」
か
ら

な
る
音
歩
と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
だ
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、「
音
歩
説
」
で
は
「
ツ

キ
｜
モ
ー
」
と
あ
っ
た
の
が
「
○
ツ
｜
キ
モ
」
と
な
り
、
語
頭
の
「
ツ
」
が
一
つ
後
ろ
に
移
動

し
て
長
音
が
な
い
。
つ
ま
り
、「
等
時
音
律
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
四
拍
子
の
拍
子
運
動
の
存

在
に
つ
い
て
も
、「
４
拍
子
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と
、
原
則
と
し
て
と
い
う
制

約
は
あ
る
が
、
言
明
さ
れ
て
い
る（

19
）。

　

確
か
に
日
本
詩
歌
の
五
音
句
・
七
音
句
は
、『
音
聲
學
大
辞
典
』
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
等

時
音
律
」
の
四
拍
子
で
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
月
も
お
ぼ
ろ
に
」
な
ら
ば
、
一
般

に
「
×
ツ
キ
モ
オ
ボ
ロ
ニ
」
と
唱
え
ら
れ
て
お
り
、「
音
歩
説
」
に
示
さ
れ
る
「
ツ
キ
モ
ー
オ
ボ

ロ
ニ
」
と
い
う
よ
う
に
は
読
ん
で
い
な
い
。

　

そ
れ
で
も
有
力
な
リ
ズ
ム
説
で
あ
る
「
音
歩
説
」
に
従
い
、「
ツ
キ
モ
ー
オ
ボ
ロ
ニ
」、「
ミ
ズ

ノ
ー
オ
ト
×
×
」
と
長
音
を
交
え
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
常
に
お
い
て

だ
れ
も
が
唱
え
て
い
る
よ
う
な
「
等
時
音
律
」
に
よ
る
「
×
ツ
キ
モ
オ
ボ
ロ
ニ
」
や
「
ミ
ズ
ノ

オ
ト
×
×
×
」
に
も
何
ら
か
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
五
音
句
、
七
音
句
を
唱
え
て
み
て
細
か
く
観
察
す
る
と
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
結
合
・

分
節
の
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
つ
は
四
拍
子
の
拍
子
運
動
に
よ
る
結
合
・

分
節
の
力
（
以
下
、
こ
れ
を
Ｘ
と
す
る
。）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
句
内
の
言
葉
の
意
味
に
よ
る

結
合
・
分
節
の
力
（
以
下
、
こ
れ
を
Ｙ
と
す
る
。）
で
あ
る
。

　

ま
ず
Ｘ
に
つ
い
て
は
、「
拍
の
原
稿
用
紙
」
と
私
が
呼
ん
で
い
る
次
の
よ
う
な
枠
を
示
せ
ば
わ

か
り
よ
い
で
あ
ろ
う
。

    
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                                     

　

市
販
の
原
稿
用
紙
に
は
一
マ
ス
に
一
個
の
文
字
や
句
読
点
を
迎
え
入
れ
る
マ
ス
が
並
ん
で
い

る
が
、「
拍
の
原
稿
用
紙
」
と
い
う
の
は
、
一
マ
ス
に
一
音
（
＝
一
拍
）
を
迎
え
入
れ
る
た
め
の
、

目
に
は
見
え
な
い
聴
覚
上
の
八
個
の
マ
ス
の
並
び
で
あ
る
（
五
音
句
で
も
七
音
句
で
も
マ
ス
は

図
の
よ
う
に
八
個
あ
る
か
ら
、
五
音
句
に
は
三
箇
所
、
七
音
句
に
は
一
箇
所
の
音
の
入
ら
な
い

マ
ス
が
で
き
る
）。

　

こ
の
八
個
の
マ
ス
が
一
小
節
に
あ
た
り
、
こ
こ
に
は
二
音
ず
つ
、
四
音
ず
つ
、
八
音
ず
つ
の

結
合
・
分
節
の
力
が
働
い
て
い
る（

20
）。
一
音
が
八
分
音
符
一
個
、
二
音
ず
つ
の
ま
と
ま
り
で
一

個
の
四
分
音
符
と
な
り
、
四
分
の
四
拍
子
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
の
結
合
・
分
節
の
力
で
あ
る
Ｙ
は
、
句
内
の
言
葉
の
音
数
構
成
に
よ
っ
て
生
じ
る

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
七
音
句
に
「
カ
ワ
ズ
ト
ビ
コ
ム
」
と
い
う
音
が
入
り
、
こ
れ
が
日

本
語
と
し
て
機
能
し
て
「
蛙
飛
び
込
む
」
と
い
う
意
味
が
伝
達
さ
れ
る
際
に
は
、「
カ
ワ
ズ
」
と

い
う
結
合
と
「
ト
ビ
コ
ム
」
と
い
う
結
合
が
生
ま
れ
、
同
時
に
「
カ
ワ
ズ
」
と
「
ト
ビ
コ
ム
」

の
間
に
分
節
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
五
音
句
「
水
の
音
」
で
あ
れ
ば
、「
ミ
ズ
ノ
」
と
「
オ
ト
」

と
い
う
結
合
・
分
節
の
力
が
働
く
。
一
般
的
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
文
節
に
よ
る
結
合
・
分
節

が
あ
り
、一
句
が
一
文
節
か
ら
な
る
「
古
池
や
」
の
場
合
は
、語
に
よ
っ
て
「
フ
ル
イ
ケ
」
と
「
ヤ
」

に
結
合
・
分
節
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
の
Ｘ
と
Ｙ
の
二
つ
の
力
は
、
別
種
の
力
で
あ
る
が
別
々
に
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
詩
句
の
上
に
同
時
に
働
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
二
つ
の
力
が
拍
節
の
並
び
の
上

で
一
致
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
致
し
な
い
こ
と
も
生
じ
る
。

　

五
音
句
で
い
え
ば
、「
古
池
や
」
は
一
致
す
る
が
、「
水
の
音
」
は
一
致
し
な
い
。
Ｘ
に
よ
っ

て
生
じ
る
結
合
・
分
節
を
「
拍
の
原
稿
用
紙
」
で
示
し
、
Ｙ
に
よ
っ
て
生
じ
る
結
合
・
分
節
を

右
に
弧
線
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。　
　

 　
「
古
池
や
」
は
、「
古
池
」
と
「
や
」
の
語
の
切
れ
目
と
八
マ
ス
の
中
央
に
あ
る
四
マ
ス
ず
つ

の
切
れ
目
（
二
重
線
部
）
と
が
一
致
し
て
い
る
が
、「
水
の
音
」
は
、「
水
の
」
と
「
音
」
の
文

節
の
切
れ
目
が
八
マ
ス
の
中
央
の
切
れ
目
と
一
致
せ
ず
、「
音
」
が
そ
の
切
れ
目
を
ま
た
い
で
い

る
。

　
「
古
池
や
」
と
「
水
の
音
」
は
、
同
じ
五
音
句
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
前

　

　

　

　

　

　

　

　

フ

ヤ

ル

×

イ

×

ケ

×

ミ

ト

ズ

×

ノ

×

オ

×
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者
は
Ｘ
と
Ｙ
の
結
合
・
分
節
が
一
致
し
て
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
す
る
が
、
後
者
は
一
致

し
な
い
の
で
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

少
し
詳
細
に
述
べ
よ
う
。
四
拍
子
の
拍
子
運
動
は
、
左
の
図
に
示
す
よ
う
に
、「
拍
の
原
稿
用

紙
」
の
奇
数
番
目
（
１
・
３
・
５
・
７
）
の
マ
ス
と
そ
れ
ぞ
れ
の
直
後
の
偶
数
番
目
（
２
・
４
・
６
・
８
）

の
マ
ス
を
合
わ
せ
て
四
つ
の
四
分
音
符
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
実
現
す
る
。
ま
た
四
拍
子
の
拍

子
運
動
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
二
分
音
符
の
先
頭
に
あ
た
る
１
と
５
、
そ
し
て
一

小
節
の
先
頭
と
し
て
の
１
の
位
置
が
さ
ら
に
重
要
な
役
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
Ｘ
の

内
部
構
造
で
あ
る
。

　
「
拍
の
原
稿
用
紙
」
は
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る
が
、
そ

の
一
つ
一
つ
の
マ
ス
を
満
た
す
の
は
実
際
の
五
音
句
、
七
音
句
に
ふ
く
ま
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

言
葉
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
並
び
が
あ
り
、
語
構
成
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
拍
子
作
成
シ
ス
テ
ム

に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
Ｙ
も
あ
れ
ば
、
不
都
合
な
Ｙ
も
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

都
合
の
よ
い
Ｙ
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
語
頭
が
す
べ
て
奇
数
番
目
の
位
置
に
あ
る
も
の
、

不
都
合
な
Ｙ
は
語
頭
が
偶
数
番
目
の
位
置
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
古
池
や
」
の
場
合
は
、「
古
池
」
の
語
頭
の
「
フ
」
は
１
に
あ
り
、「
や
」
の
位
置
は
５
と
な
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
奇
数
番
目
に
あ
る
か
ら
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
す
る
語
構
成
と
な
る
。

　

片
や
「
水
の
音
」
の
場
合
は
、「
水
の
」
の
語
頭
「
ミ
」
は
１
に
あ
る
が
、「
音
」
の
語
頭
「
オ
」

は
４
に
位
置
す
る
。
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
す
る
た
め
に
語
頭
の
あ
る
べ
き
奇
数
番
目
の

位
置
に
語
頭
が
な
く
、
語
頭
の
あ
る
べ
き
で
な
い
偶
数
番
目
の
位
置
に
語
頭
が
来
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
四
拍
子
の
拍
子
運
動
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
音
楽
用
語
を
使
っ
て
い
え
ば
、

シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

五
　
七
音
句
の
語
構
成
と
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン

　

七
音
句
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現
す
る
か
否

か
、
つ
ま
り
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
い
る
か
い
な
い
か
、
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
ど

こ
に
生
じ
て
い
る
か
で
七
音
句
を
大
別
す
る
と
、
語
構
成
は
次
の
三
通
り
と
な
る
。

　
　

Ａ
…
…
四
三
、二
二
三
、二
五
、七
の
語
構
成
と
な
る
も
の
。（
Ｂ
・
Ｃ
に
入
ら
な
い
も
の
）。

　
　

Ｂ
…
…
三
四
、三
二
二
の
語
構
成
と
な
る
も
の
。

　
　

Ｃ
…
…
五
二
、二
三
二
の
語
構
成
と
な
る
も
の
。

　

Ａ
は
四
拍
子
の
拍
子
運
動
の
実
現
に
有
効
な
語
構
成
で
、
ど
こ
に
も
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
は

起
き
な
い
。
た
と
え
ば
、「
吉
野
の
山
に
」（
四
三
型
）
の
場
合
は
次
の
よ
う
に
な
り
、
Ｘ
と
Ｙ

が
一
致
す
る
（
八
マ
ス
の
中
央
の
切
れ
目
と
弧
線
の
切
れ
目
が
一
致
し
て
い
る
）。

                                                                                                   

  

四
拍
子
の
拍
子
運
動
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
は
っ
き
り
と
し
た
リ
ズ
ム
の
流

れ
を
実
感
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ｂ
は
次
に
示
す
「
春
は
来
に
け
り
」（
三
四
型
）
の
よ
う
な
語
構
成
で
あ
る
。
先
に
取
り
上
げ

た
「
蛙
飛
び
込
む
」
と
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
る
。

 　
「
春
は
」の
語
頭
を
置
く
べ
き
１
に
は
語
頭「
ハ
」が
な
く
、次
の
２
に
ず
れ
て
い
て
シ
ン
コ
ペ
ー

シ
ョ
ン
が
起
き
て
い
る
。
次
の
文
節
「
来
に
け
り
」
は
５
の
位
置
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
こ
の

部
分
で
は
Ｘ
と
Ｙ
は
調
和
し（
八
マ
ス
の
中
央
の
切
れ
目
と
弧
線
の
切
れ
目
が
一
致
し
て
い
る
）、

四
拍
子
の
拍
子
運
動
が
継
続
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
の
１
で
は
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
一
瞬
期
待
を
裏
切
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
後
は
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
の
流
れ
が
取

り
戻
さ
れ
る
。
こ
れ
は
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
が
初
め
に
あ
る
例
で
、
四
拍
子
を
継
続
し
な
が
ら

も
リ
ズ
ム
の
流
れ
に
曲
折
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
唱
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
流
れ
と
曲
折
を
実

感
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

Ｃ
は
「
鶯
の
鳴
く
」（
五
二
型
）
の
よ
う
な
語
構
成
で
、１
の
位
置
に
「
鶯
の
」
の
第
一
音
「
ウ
」

が
来
て
い
る
が
、
次
の
文
節
「
鳴
く
」
の
語
頭
「
ナ
」
は
偶
数
番
目
の
６
の
位
置
に
あ
る
。
こ

こ
で
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
お
り
、
こ
れ
は
句
の
途
中
に
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
あ

る
例
で
あ
る
。
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見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
Ｘ
と
Ｙ
の
関
係
に
不
和
が
生
じ
（
八
マ
ス
の
中
央
の
切
れ
目
と
弧

線
の
切
れ
目
が
一
致
し
な
い
）、
四
拍
子
の
拍
子
運
動
は
大
き
く
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
。
唱
え

て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
実
感
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
Ａ
は
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
実
現

し
て
ス
ム
ー
ズ
に
リ
ズ
ム
を
進
行
さ
せ
る
「
連
続
調
」、
四
拍
子
の
拍
子
運
動
は
維
持
す
る
も
の

の
リ
ズ
ム
の
進
行
に
大
き
な
曲
折
を
与
え
る
Ｂ
は
、
い
わ
ば
Ａ
と
Ｃ
と
の
性
質
を
あ
わ
せ
も
つ

の
で
「
複
合
調
」
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
Ｃ
は
Ｘ
の
中
点
を
Ｙ
が
ま
た
い
で
四
拍
子
の
拍
子
運

動
を
妨
げ
、
リ
ズ
ム
の
進
行
を
抑
制
す
る
「
終
止
調
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
七
音
句
の
理
解
と
分
類
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
も
解
消
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
「
楽
は
苦
の
種
、
苦
は
楽
の
種
」
は
日
頃
耳
に
す
る
口
唱
で
、
こ
れ
は
二
つ
の
七
音
句
か
ら
で

き
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
七
音
句
を
入
れ
替
え
る
と
「
苦
は
楽
の
種
、楽
は
苦
の
種
」
と
な
る
が
、

意
味
内
容
か
ら
す
れ
ば
違
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
は
唱
え
ら
れ
て
来

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
が
唱
え
ら
れ
、
内
容
の
等
し
い
後
者
は
唱
え
ら
れ
な
い
の
は
、

何
か
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

唱
え
て
み
る
と
、「
楽
は
苦
の
種
、
苦
は
楽
の
種
」
は
唱
え
や
す
く
、「
苦
は
楽
の
種
、
楽
は

苦
の
種
」
は
少
し
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
唱
え
に
く
い
。
表
現
内
容
で
は
両
者
に
違
い
が
な
い
な
ら
、

や
は
り
こ
の
唱
え
や
す
さ
、
唱
え
に
く
さ
が
両
者
を
分
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
唱
え
や
す
さ
、
唱
え
に
く
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。

　

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
分
類
で
み
る
と
、「
楽
は
苦
の
種
、
苦
は
楽
の
種
」
は
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
展
開

で
あ
る
。
Ｂ
で
一
拍
分
後
に
ず
ら
し
て
立
ち
上
が
る
が
、
四
拍
子
の
流
れ
を
作
っ
た
後
、
次
の

Ｃ
で
流
れ
を
抑
え
て
終
止
し
て
い
る
。
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
の
展
開
に
お
け
る
Ｘ
と
Ｙ
の
関
係
を
「
拍

の
原
稿
用
紙
」
を
使
っ
て
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

                                                                         

　

こ
の
場
合
、
七
音
句
で
は
八
マ
ス
中
の
一
つ
が
音
の
な
い
マ
ス
に
な
る
が
、
Ｂ
で
は
そ
れ
が

初
め
に
来
、
Ｃ
で
は
終
わ
り
に
来
る
の
で
、
二
つ
の
七
音
句
の
間
に
隙
間
が
な
く
な
る
。
十
四

音
が
連
続
し
て
並
び
、
軽
快
な
リ
ズ
ム
の
進
行
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
逆
に
し
た
「
苦
は
楽
の
種
、
楽
は
苦
の
種
」
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
Ｃ
か
ら
Ｂ
へ

の
展
開
で
あ
る
か
ら
、
前
半
で
モ
タ
モ
タ
し
て
四
拍
子
の
流
れ
を
生
み
出
せ
ず
、
次
の
七
音
句

と
の
間
に
は
、
音
の
な
い
マ
ス
が
二
つ
続
く
こ
と
に
な
り
、
二
つ
の
七
音
句
は
ス
ム
ー
ズ
に
は

繋
が
ら
な
い
。
明
ら
か
に
全
体
と
し
て
流
れ
が
悪
く
、
こ
れ
が
唱
え
に
く
さ
と
な
っ
て
忌
避
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

 　

ち
な
み
に
、「
歌
は
世
に
つ
れ
、
世
は
歌
に
つ
れ
」
や
「
桜
切
る
馬
鹿
、
梅
切
ら
ぬ
馬
鹿
」
も

日
頃
接
す
る
口
唱
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
「
楽
は
苦
の
種
、
苦
は
楽
の
種
」
と
お
な
じ
く
Ｂ
と

Ｃ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
は
上
記
の
並
び
で
あ
り
、
こ
れ
を

逆
に
し
た
「
世
は
歌
に
つ
れ
、
歌
は
世
に
つ
れ
」
と
「
梅
切
ら
ぬ
馬
鹿
、
桜
切
る
馬
鹿
」
は
い

ず
れ
も
忌
避
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
音
歩
説
」
に
は
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
。「
音
歩
説
」
に
お
け
る
音
歩
は
、

「
音
歩
は
二
音
ま
た
は
一
音
か
ら
な
」
る（

21
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
五
音
句
、
七
音
句
が
含
む

語
の
語
頭
は
各
音
歩
の
二
音
目
に
来
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
不
自
然
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、「
拍
の
原
稿
用
紙
」
の
偶
数
番
目
の
マ
ス
、「
音
歩
説
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
音
歩
の
二

音
目
に
語
頭
が
来
る
こ
と
で
起
こ
る
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
は
起
こ
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
は
Ｘ
と
Ｙ
と
い
う
二
つ
の
結
合
・
分
節
の
力
が
拮
抗
す
る
こ
と
で
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
が
、「
音
歩
説
」
で
は
、
も
と
も
と
Ｘ
と
Ｙ
の
対
立
と
い
う
認
識
が
な
い
た
め
か
、

Ｘ
を
絶
対
視
し
た
た
め
か
、
Ｙ
の
箍た
が

を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ゆ
る
め
、
つ
ま
り
、
必
ず
句
中
の
一

箇
所
に
奇
妙
な
長
音
を
挟
む
こ
と
で
、
日
本
語
の
自
然
な
拍
の
連
鎖
を
く
ず
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

六
　
定
型
の
拘
束
性

　

日
本
詩
歌
に
内
在
す
る
四
拍
子
の
発
見
は
、
功
で
は
あ
っ
た
が
罪
を
も
出
来
さ
せ
た
。
四
拍

子
の
拍
子
運
動
の
認
識
が
、「
音
歩
説
」
で
は
二
音
ず
つ
の
か
た
ま
り
に
一
音
の
「
音
歩
」
を
設
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け
る
と
い
う
結
果
を
招
き
、
そ
れ
が
「
等
時
的
拍
音
形
式
」（

22
）
で
あ
る
日
本
語
の
拍
節
の
連
鎖

を
解
体
し
、
定
型
を
も
そ
の
本
来
の
あ
る
べ
き
定
義
か
ら
遠
ざ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
を

母
語
と
す
る
人
は
「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
に
耳
を
傾
け
る
」
が
、「
ミ
ズ
ノ
ー
オ
ト
に
耳
を
傾
け
る
」
こ

と
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、日
本
語
の
等
時
性
を
乱
し
た「
音
歩
説
」の
罪
は
、も
と
も
と
日
本
詩
歌
の「
定

型
」
を
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
お
か
し
た
も
の
で
あ
り
、「
定
型
」
を
知
ら
な
い
の
は

「
音
歩
説
」
の
論
者
の
み
で
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
肝
心
か
な
め
の
「
定

型
」
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

実
は
正
岡
子
規
も
和
歌
の
三
十
一
音
、
俳
句
の
十
七
音
は
「
人
間
が
勝
手
に
つ
く
り
し
掟
」

で
「
謂い
は
れな

き
者
」
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
強
い
調
子
で
主
張
し
て
い
る
。「
字
餘
り
の
和
歌
俳

句
」
と
題
し
た
子
規
の
論
で
あ
る（

23
）。

三
十
一
文
字
と
定
め
十
七
文
字
と
定
め
し
事
も
と
是
れ
人
間
が
勝
手
に
つ
く
り
し
掟
な
れ

ば
そ
れ
に
外
れ
た
り
と
て
常
に
用
う
べ
き
に
あ
ら
ず
と
は
笑
ふ
べ
き
謬び
う
け
ん見
な
り
。
字
餘
り

と
云
ふ
文
字
を
用
う
れ
ば
こ
そ
此
謬
見
も
起
る
な
れ
、
試
み
に
字
餘
り
と
云
ふ
文
字
の
代

り
に
三
十
二
字
の
和
歌
三
十
三
字
の
和
歌
十
八
字
の
俳
句
十
九
字
の
俳
句
と
云
ふ
が
如
き

文
字
を
用
ゐ
な
ば
字
餘
り
は
是
れ
字
餘
り
に
あ
ら
ず
し
て
一
種
新
調
の
韻
文
な
る
事
を
知

る
に
足
ら
ん
。
新
調
の
韻
文
を
作
る
に
何
の
例
外
と
云
ふ
事
あ
ら
ん
や
。

　

明
ら
か
に
子
規
の
「
謬
見
」
で
あ
る
。
五
音
と
七
音
は
、
人
為
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
音
数

で
は
な
く
、
自
然
に
定
ま
り
、
好
ま
れ
つ
つ
継
承
さ
れ
て
き
た
音
数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ

の
五
音
・
七
音
の
和
と
し
て
の
「
三
十
一
文
字
」
も
「
十
七
文
字
」
も
「
人
間
が
勝
手
に
つ
く

り
し
掟
」
で
は
な
い
。
こ
れ
を
「
謂
な
き
者
」
と
し
て
新
た
に
「
三
十
二
字
の
和
歌
三
十
三
字

の
和
歌
十
八
字
の
俳
句
十
九
字
の
俳
句
」
と
い
っ
た
「
一
種
新
調
の
韻
文
」
を
提
唱
し
た
と
し

て
も
、
そ
れ
こ
そ
「
謂
な
き
者
」、
不
自
然
な
「
掟
」
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
に
は
無
理
を

し
て
従
う
の
さ
え
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

五
音
句
と
七
音
句
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
詩
歌
作
品
の
中
だ
け
、
文
字
の
上
だ
け
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
都
鄙
の
へ
だ
て
な
く
人
々
の
日
々
の
営
み
の
中
に
存
在
し
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず

そ
れ
を
口
唱
す
る
。
学
ば
な
く
て
も
五
音
句
・
七
音
句
は
生
ま
れ
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
継

承
さ
れ
て
も
き
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
詩
歌
の
詩
句
が
五
音
句
と
七
音
句
に
帰
着
す
る
現
象
は
、
隕
石
が
地
球
に
向
か
う
現
象

に
似
て
い
よ
う
。
隕
石
が
地
球
を
め
ざ
す
の
は
、
人
間
の
は
か
り
ご
と
で
も
隕
石
ら
の
相
談
に

よ
る
取
り
決
め
で
も
な
い
。
人
も
隕
石
も
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
引
力
の
働
き
に
よ
っ
て
地
球
に
導

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
詩
歌
の
詩
句
が
三
音
句
に
も
四
音
句
に
も
六
音
句
に
も
引
き
寄

せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
五
音
句
と
七
音
句
に
の
み
収
斂
す
る
の
は
、
そ
こ
に
は
人
智
の
及
ば
な

い
何
ら
か
の
引
力
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
日
本
詩
韻
律
論
の
第
一
の
責
務
は
、
そ
の
引
力

の
正
体
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
一
種
新
調
の
韻
文
」
の
提
唱
は
、
こ
の
引
力
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
は
じ
め
か
ら
そ
れ
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
私
た
ち
の
近
現
代

文
学
史
に
お
い
て
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

　

明
治
十
五
年
の
『
新
體
詩
抄
』
で
外
山
正
一
ら
の
掲
げ
た
「
新
體
」
も
い
ち
早
く
「
一
種
新

調
の
韻
文
」
の
案
出
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
や
は
り
そ
れ
は
引
力
に
逆
ら

う
試
み
で
あ
り
、
出
来
上
が
っ
た
詩
句
は
だ
れ
が
見
て
も
旧
態
依
然
の
七
五
調
で
あ
っ
た
。『
新

體
詩
抄
』
の
表
題
が
羊
頭
狗
肉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自
嘲
歌
「
新
体
と
名
こ
そ
新
に
聞
ゆ
れ
ど

や
は
り
古
体
の
大
仏
の
法
螺
」
を
序
文
に
し
た
た
め
た
外
山
正
一
自
身
の
痛
切
に
知
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

明
治
四
十
三
年
の
『
一
握
の
砂
』
も
ま
た
「
一
種
新
調
の
韻
文
」
を
め
ざ
し
た
も
の
に
ち
が

い
な
い
。
啄
木
は
、
明
治
四
十
三
年
十
月
二
十
二
日
付
吉
野
章
三
宛
書
簡（

24
）
に
「（
今
度
の
歌

集
は
―
―
引
用
者
注
）『
一
握
の
砂
』
と
題
し
て
来
月
上
旬
東
雲
堂
よ
り
発
刊
致
す
べ
く
、
一
首

を
三
行
に
書
く
と
い
ふ
小
生
一
流
の
や
り
方
に
て
（
現
在
の
歌
の
調
子
を
破
る
た
め
）
…
…
」

と
書
き
、「
歌
の
い
ろ
〳
〵
」（

25
）
に
も
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
宣
言
を
掲
げ
て
い
る
。

我
々
は
既
に
一
首
の
歌
を
一
行
に
書
き
下
す
こ
と
に
或
不
便
、
或
不
自
然
を
感
じ
て
來
た
。

其
處
で
こ
れ
は
歌
そ
れ
〴
〵
の
調
子
に
依
つ
て
或
歌
は
二
行
に
或
歌
は
三
行
に
書
く
こ
と

に
す
れ
ば
可
い
。
よ
し
そ
れ
が
歌
の
調
子
そ
の
も
の
を
破
る
と
言
は
れ
る
に
し
て
か
ら
が
、

そ
の
在
來
の
調
子
そ
れ
自
身
が
我
々
の
感
情
に
し
つ
く
り
そ
ぐ
は
な
く
な
つ
て
來
た
の
で

あ
れ
ば
、
何
も
遠
慮
を
す
る
必
要
が
な
い
の
だ
。
三
十
一
文
字
と
い
ふ
制
限
が
不
便
な
場

合
に
は
ど
し
〳
〵
字
あ
ま
り
も
や
る
べ
き
で
あ
る
。
又
歌
ふ
べ
き
内
容
に
し
て
も
、
こ
れ

は
歌
ら
し
く
な
い
と
か
歌
に
な
ら
な
い
と
か
い
ふ
勝
手
な
拘
束
を
罷
め
て
し
ま
つ
て
、
何
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に
限
ら
ず
歌
ひ
た
い
と
思
つ
た
事
は
自
由
に
歌
へ
ば
可
い
。

　

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
が
『
一
握
の
砂
』
の
三
行
書
き
で
あ
り
、「
何
に
限
ら
ず
歌
ひ
た

い
と
思
つ
た
事
は
自
由
に
歌
へ
ば
可
い
」
と
し
て
歌
っ
た
「
生
活
派
短
歌
」
で
あ
っ
た
が
、
は

た
し
て
啄
木
は
自
由
に
歌
い
、
伝
統
的
な
日
本
詩
歌
の
調
子
を
破
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う

か
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、伝
統
的
日
本
詩
歌
の
模
範
た
る
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
紀
貫
之
の
短
歌
一
首
（
袖

ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
た
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む
）
と
『
一
握
の
砂
』
か
ら
も
「
一

握
の
砂
」
を
含
む
一
首
を
取
り
上
げ
両
者
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。

        　
　

     　
　

　

こ
の
二
首
が
今
日
「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
は
、述
べ
た
よ
う
に
私
の
課
題
で
は
な
い
。「
ど

う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
の
探
究
こ
そ
科
学
な
の
だ
と
い
う
「
等
時
音
律
説
」
へ
の
強
い
反
論
も

あ
る
が（

26
）、
韻
律
論
に
お
い
て
そ
れ
は
重
要
な
問
い
で
は
な
い
。
韻
律
論
に
お
け
る
最
重
要
の

課
題
は
日
本
詩
歌
の
詩
句
は
ど
の
よ
う
な
韻
律
を
も
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

り
、そ
れ
は
や
は
り
「
ど
う
読
む
べ
き
か
」
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

啄
木
の
三
行
書
き
と
い
う
表
記
上
の
工
夫
は
、
当
然
読
み
方
に
変
化
を
与
え
、「
ど
う
読
ま
れ

て
い
る
か
」
に
は
影
響
を
お
よ
ぼ
す
が
、
そ
れ
は
書
記
の
際
の
読
者
へ
の
指
示
で
し
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
詩
句
が
ど
の
よ
う
な
韻
律
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
出
現
し
た
か
を
知
る
た
め
に
は
何

の
役
に
も
立
た
な
い
。

　

追
究
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
記
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
記
に
お
い
て
ま
ず

注
目
す
べ
き
は
、
貫
之
も
啄
木
も
短
歌
形
式
に
よ
っ
て
詩
句
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
詩
句
が
五
音
と
七
音
か
ら
成
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

貫
之
の
言
語
表
現
と
啄
木
の
言
語
表
現
の
間
に
は
千
年
の
時
間
の
経
過
が
あ
る
。
し
か
し
、

両
者
の
発
し
た
詩
句
は
い
ず
れ
も
五
音
と
七
音
を
表
す
文
字
に
帰
結
し
て
い
る
。
注
視
す
べ
き

は
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
五
音
句
と
七
音
句
は
同
一
の
韻
律
環
境
の

も
と
に
あ
っ
て
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
、
隕
石
に
対
す
る
地
球
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

か
り
に
両
者
の
五
音
と
七
音
が
「
等
時
音
律
説
」
に
い
う
二
つ
の
結
合
・
分
節
の
原
理
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
四
拍
子
の
拍
子
運
動
が
あ
り
、
等
時
的
拍
音
形
式
の

日
本
語
が
あ
り
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
有
無
に
よ
る
流
れ
と
よ
ど
み
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
貫
之
も
啄
木
も
前
節
で
示
し
た
七
音
句
に
お
け
る
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
別
を
聞
き
分
け
、

無
意
識
に
も
使
い
分
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

試
み
に
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
一
握
の
砂
』
の
冒
頭
か
ら
こ
れ
ら
の
一
首
を
含
む
百
首
の
下

の
句
（
字
余
り
句
を
除
く
）
を
抜
き
出
し
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
に
分
類
し
て
み
よ
う
。
デ
ー
タ
は
既

発
表
の
拙
稿（

27
）
に
よ
っ
た
。

  　

驚
く
べ
き
類
似
性
で
あ
る
。
ど
こ
が
ど
う
似
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
も
は
や
不
要
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
グ
ラ
フ
に
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に
一
目
瞭
然
と
な
ろ
う
。

「
そ
て
ひ
ち
て
む
す
ひ
し
み
つ
の
こ
ほ
れ
る
を
は
る
か
た
け
ふ
の
か
せ
や
と
く
ら
む
」

伝
紀
貫
之
筆
《
高
野
切
古
今
第
一
種
》（
五
島
美
術
館
蔵
）（『
芸
術
新
潮
』
平
成
18
年
2
月
号
よ
り
転
載
）

石
川
啄
木
『
一
握
の
砂
』
所
収
の
一
首
（『
新
選　

名
著
複
刻
全
集　

近
代
文
学
館
』（
一
握
の
砂
）
よ

り
転
載
）

古
今
和
歌
集

一
握
の
砂
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は
た
し
て
啄
木
は
「
在
來
の
調
子
」
か
ら
自
由
で
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
現
在
の
歌
の
調
子
を
破
る
た
め
」、三
行
書
き
の
「
生
活
派
短
歌
」
を
詠
ん
だ
啄
木
で
あ
る
が
、

詩
句
の
韻
律
は
、
こ
の
通
り
古
今
集
時
代
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
。

　

千
年
を
へ
だ
て
た
貫
之
の
一
首
と
啄
木
の
一
首
は
、
た
だ
た
ん
に
五
七
五
七
七
と
い
う
同
じ

音
数
形
式
の
字
句
を
も
つ
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
ま
っ
た
く
同
じ
韻
律
環
境
の
な
か
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
啄
木
の
五
音
と
七
音
、
そ
し
て
古
今
和
歌
集
の
歌
人
た
ち
の
五
音
と
七
音
は
、

同
じ
韻
律
の
引
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

日
本
詩
歌
全
体
を
覆
う
特
定
の
韻
律
が
存
在
す
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
韻
律
と
は
や
は
り
「
等
時
音
律
」
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
年
）
に
い
た
っ
て
も
日
本
語
ブ
ー
ム
は
続
い
て
い
た
。
同
年
二

月
の
『
ユ
リ
イ
カ
』
誌
は
特
集
と
し
て
「
日
本
語
」
を
掲
げ
、
荒
木
亨
は
そ
こ
に
寄
せ
た
「
言

葉
と
詩
」
を
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。

一
九
七
七
年
に
私
と
し
て
一
応
の
結
論
に
達
し
た
の
が
、「
日
本
詩
の
詩
学
上
下
」（「
文
学
」

十
一
、十
二
月
号
）
で
あ
り
、
そ
の
後
寺
杣
雅
人
氏
へ
の
反
論
を
兼
ね
て
私
の
原
理
的
立
場

を
さ
ら
に
説
明
し
た
の
が
、「
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
日
本
語
を
め
ぐ
っ
て
―
―
ラ
ン
グ
と
い
う
も

の
さ
し
の
成
立
の
た
め
に
―
―
」（「
文
学
」
一
九
七
八
・
四
月
号
）
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ

で
坂
野
信
彦
氏
の
研
究
を
知
り
得
た
こ
と
が
、
私
の
立
場
の
単
な
る
独
断
で
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
上
で
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
を
表
し
た
い
。

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
荒
木
亨
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
日
本
語
を
め
ぐ
っ
て
―
―
ラ
ン
グ
と
い
う

も
の
さ
し
の
成
立
の
た
め
に
―
―
」
で
も
「『
等
時
音
律
説
試
論
』
を
読
む
」
の
節
で
「
等
時
音

律
説
」
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
み
た
高
橋
信
之
『
比
較
俳
句
論
序
説
』
に

は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
論
考
も
「『
文
学
』
誌
上
で
の
音
歩
説
に
つ
い
て
の
意
見

の
や
り
と
り
」
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
の
延
び
た
「
尾
」
の
一

部
で
あ
っ
た
。

　

荒
木
亨
は
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
坂
野
信
彦
と
は
「
原
理
的
立
場
」

を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
意
を
強
く
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
等
時
音
律
」
を
標
榜
す

る
私
と
は
異
な
る
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
等
時
音
律
説
」
は
「
ど
う
読

む
べ
き
か
」
と
問
い
、
頑
な
に
「
等
時
音
律
」
の
み
に
固
執
し
て
他
を
排
斥
し
て
い
る
点
で
、

荒
木
亨
、
坂
野
信
彦
以
外
の
リ
ズ
ム
説
と
も
大
き
く
異
な
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
。

　

韻
律
論
に
お
け
る
私
自
身
の
「
原
理
的
立
場
」
を
言
う
な
ら
ば
、
私
は
作
者
の
側
に
あ
っ
て

読
者
の
側
に
な
い（

28
）。
そ
れ
は
、
詩
歌
の
韻
律
の
探
究
は
、
詩
歌
の
形
態
の
探
究
で
あ
り
、
詩

形
の
探
究
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
関
心
の
対
象
は
、
詩
歌
の
も
つ
韻
律
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
韻
律
環
境
に
お
い
て
日
本
詩
歌
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
、
そ
の
一
音
一
音
が
出
現
し

た
か
で
あ
る
。

　

韻
律
研
究
に
お
い
て
は
、
詩
歌
の
詩
句
は
読
者
が
そ
れ
に
向
き
合
う
以
前
に
作
者
が
完
結
さ

せ
て
い
る
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
読
者
は
詩
句
の
意
味
を
能
動
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的
に
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
詩
句
そ
の
も
の
の
表
出
に
関
わ
り
、
韻
律
を
創

造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
モ
ナ
リ
ザ
」
の
描
線
や
彩
色
の
形
成
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ビ
ン
チ
の
み
で
あ
り
、
鑑
賞
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
よ
う
と

自
由
で
あ
る
が
、「
モ
ナ
リ
ザ
」
に
は
一
点
の
加
除
を
か
す
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
の
こ
と
は
、
稿
を
別
に
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。（
未
完
）

注（
1
）　 『
文
学
』
第
46
巻
第
2
号
（
昭
和
53
年
2
月
）

（
2
）　 

安
藤
元
雄
「
リ
ズ
ム
論
の
前
進
」（『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、『
現
代
詩
を
読
む
』（
小
沢
書
店
、
昭
和
54

年
11
月
）
所
収
）。

（
3
）　 

別
宮
貞
徳
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
―
―
四
拍
子
文
化
論
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
昭
和
52
年
10
月
）

（
4
）　 『
文
学
』
第
45
巻
第
11
・
12
号
（
昭
和
52
年
11
・
12
月
）

（
5
）　 

菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
・
続
篇
―
―
音
数
律
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』（
大
和
書
房
、
昭
和
53
年
3
月
）

（
6
）　 

高
橋
信
之
『
比
較
俳
句
論
序
説
』（
青
葉
図
書
、
昭
和
55
年
5
月
）

（
7
）　 「
音
歩
説
」で
は
、二
音
を
一
つ
の
単
位
と
み
て
こ
れ
を「
音
歩
」と
呼
ん
で
い
る
。「
古
池
や
」で
は
、「
フ

ル
」・「
イ
ケ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
音
歩
で
、「
や
」
も
「
ヤ
ー
」
と
長
音
化
し
て
二
音
分
の
長
さ
と
な
り
、

こ
れ
も
一
音
歩
と
さ
れ
る
。
ま
た
、五
音
句
も
七
音
句
も
（
五
音
句
で
は
無
音
の
音
歩
が
一
つ
加
わ
っ

て
）
四
音
歩
で
構
成
さ
れ
、
一
音
歩
を
四
分
音
符
一
つ
と
す
る
四
分
の
四
拍
子
の
一
小
節
を
形
成
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）　 「
等
時
音
律
説
」
で
五
音
句
・
七
音
句
は
「
等
時
音
律
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
五
音
・
七
音
の
第
一

音
の
起
点
か
ら
最
終
音
の
起
点
ま
で
が
時
間
的
に
等
間
隔
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
四
拍
子
の
拍
子
運
動
を
妨
げ
な
い
範
囲
に
お
い
て
そ
の
最
終
音
の
終
点
を
延
ば
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
×
×
×
」
と
表
記
し
て
い
る
五
音
句
は
、
た
と

え
「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー
×
×
」
と
い
っ
た
音
の
並
び
と
な
っ
た
と
し
て
も
「
等
時
音
律
」
を
保
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
9
）　 

拙
稿
「
日
本
語
定
型
詩
歌
の
リ
ズ
ム
―
―
「
等
時
音
律
説
」
再
論
―
―
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
第
34
号
、

平
成
18
年
3
月
）

（
10
）　 

第
三
節
「「
音
歩
説
」
と
定
型
に
も
た
せ
た
「
弾
力
性
」」
参
照
。

（
11
）　 

土
居
光
知
『
文
學
序
説
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
2
年
2
月
）

（
12
）　 （
10
）
に
同
じ
。

（
13
）　 

上
五
と
下
五
に
お
け
る
こ
の
大
き
な
出
現
率
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、「
等
時
音
律
説
」
に
お
い
て
も
「
古

池
や
」
を
「
連
続
調
」、「
水
の
音
」
を
「
終
止
調
」
と
と
ら
え
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
有
無
か
ら

説
明
し
て
い
る
。
第
四
節
「「
等
時
音
律
説
」
の
形
成
」
参
照
。

（
14
）　 『
現
代
俳
句
辞
典
』（「
リ
ズ
ム
」
の
項
、
角
川
書
店
、
昭
和
52
年
9
月
）

（
15
）　 

芭
蕉
句
「
田
一
枚
植
ゑ
て
立
去
る
柳
か
な
」
で
い
え
ば
、「
植
ゑ
て
立
去
る
」
な
ら
ば
二
文
節
か
ら
な

り
、
文
節
に
よ
っ
て
「
植
ゑ
て
」
と
「
立
去
る
」
に
分
か
れ
る
が
、「
柳
か
な
」
は
一
文
節
で
、
こ
の

場
合
は
語
に
よ
っ
て
「
柳
」
と
「
か
な
」
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
16
）　 

西
垣
脩
「
定
型
」（『
俳
句
講
座
9
研
究
』（
明
治
書
院
、
昭
和
34
年
5
月
）
所
収
）

（
17
）　 

高
濱
虚
子
『
俳
句
讀
本
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
10
年
10
月
）

（
18
）　 『
音
聲
學
大
辞
典
』（
三
修
社
、
昭
和
51
年
6
月
）

（
19
）　 

こ
こ
に
「
原
則
と
す
る
」
と
あ
る
が
、「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
韻
律
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
は
、四
拍
子
と
い
う「
原
則
」を
抽
出
す
る
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら「
ど
う
読
む
べ
き
か
」

の
答
え
を
直
接
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
20
）　 

結
合
と
分
節
は
、
一
つ
の
現
象
を
二
つ
の
面
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
拍
の
原
稿
用

紙
」
で
い
え
ば
、
二
マ
ス
ず
つ
が
結
合
す
る
と
、
そ
の
結
合
に
よ
り
あ
る
二
マ
ス
と
次
の
二
マ
ス
の

間
は
分
節
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
21
）　 （
14
）
に
同
じ
。

（
22
）　 

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
16
年
12
月
）

（
23
）　 

正
岡
子
規
「
字
餘
り
の
和
歌
俳
句
」（『
日
本
』、
明
治
27
年
8
月
20
日
）  

（
24
）　 『
石
川
啄
木
全
集
』
第
7
巻
（「
書
簡
」、
筑
摩
書
房
、
昭
和
54
年
9
月
）

（
25
）　 

石
川
啄
木
「
歌
の
い
ろ
〳
〵
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』、
明
43
年
12
月
20
日
）

（
26
）　 

坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
―
―
寺
杣
論
文
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
文
学
』
第
46
巻
第
7
号
、
昭
和

53
年
7
月
）

（
27
）　 

拙
稿
「
七
音
句
の
調
べ
―
―
結
句
に
お
け
る
四
三
調
の
忌
避
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
尾
道
大
学
芸
術
文

化
学
部
紀
要
』
第
3
号
、
平
成
16
年
3
月
）

（
28
）　 

拙
稿
「
日
本
詩
韻
律
論
の
方
法
―
―
韻
律
を
め
ぐ
る
作
者
と
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
」（『
尾
道
短

期
大
学
研
究
紀
要
』
第
33
集
（
1
）、
昭
和
59
年
4
月
）
参
照
。


