
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
|
|

寺

雅

人

柚

現
在
、

日
本
詩
韻
律
論
は
、
読
者
主
義
と
よ
ぶ
べ
き
方
法
を
標
梼
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
読
者
主
義
的
韻
律
論
が
は
た
し
て
韻
律

論
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
な
お
疑
問
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
韻
律
を
め
ぐ
る
作
者
と
読
者
の
関
係
に
注
目
し
、
読
者
主
義

( 59 ) 

的
韻
律
論
の
適
否
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
、

日
本
詩
韻
律
論
の
よ
る
べ
き
方
法
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
あ
る
。

日
本
詩
韻
律
論
の
目
下
の
課
題
は
、
定
型
と
よ
ば
れ
る
五
音
句
・
七
音
句
の
律
構
造
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
読
者
主
義
的
韻
律

論
の
特
性
は
、
こ
の
律
把
握
を
読
者
の
側
か
ら
行
な
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
。

- 64 

一
九
八
一
年
二
月
の
『
ユ
リ
イ
カ
』
誌
で
、
荒
木
亨
は
、
定
型
詩
歌
朗
読
の
定
式
を
明
ら
か
に
し
た
荒
木
論
文
「
日
本
詩
の
詩
台
、

お
よ
び
私
の
仮
説
「
等
時
音
律
説
」
に
対
す
る
荒
木
の
反
論
を
通
じ
て
坂
野
信
彦
の
研
究
を
知
り
、
荒
木
の
立
場
が
「
単
な
る
独
断
で
な

い
こ
と
を
確
認
」
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
両
者
の
共
有
す
る
立
場
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
で
あ
る
。

さ
ら
に
荒
木
は
、
両
者
の
間
に
「
根
本
的
な
対
立
は
な
い
」
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
韻
律
論
に
お
け
る
基
本
姿
勢
で
あ
る
読
者
主
義
の
正
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当
が
す
で
に
承
認
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
小
兵
た
る
「
二
人
の
聞
の
相
違
」
へ
と
関
心
を
移
し
て
細
部
の
検
討
に
か
か
り
、

「
日
本
詩
の

詩
学
の
礎
石
を
堅
固
な
地
盤
の
上
に
据
え
た
い
」
と
し
て
い
る
。

て

品

、

F
』
争
l
h

、

ヵ

1
t

「
日
本
詩
の
詩
学
」
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
荒
木
の
熱
意
と
努
力
に
敬
服
し
つ
つ
も
、

日
本
詩
韻
律
論
が
、
そ
の
根
幹
に
す

え
た
読
者
主
義
を
十
分
に
検
証
す
る
こ
と
な
く
、
誤
っ
た
軌
道
を
さ
ら
に
深
い
混
迷
へ
と
つ
き
す
す
ん
で
し
ま
う
危
険
を
感
じ
な
い
で
は

い
ら
れ
な
い
。

こ
の
荒
木
論
文
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
詩
韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
は
、

〔

5
)

つ
ぎ
の
坂
野
信
彦
の
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
日
本
詩
韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
明
確
な
姿
を
あ
ら
わ

一
九
七
八
年
七
月
の
『
文
学
』
誌
上
に
あ
ら
わ

れ
た
、

し
、
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

韻
律
論
が
学
問
と
し
て
の
公
共
性
を
獲
得
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
べ
き
姿
の
探
究
に
よ
っ
て
で
は
な
え
あ
る
が
ま
ま
の

( 60 ) 

姿
の
究
明
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
あ
る
が
ま
ま
の
姿
の
究
明
と
は
、
対
象
の
相
対
性
を
そ
の
相
対
性
の
ま
ま
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。

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
一
ま
た
「
ど
う
読
ま
れ
て
き
た

か
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
の
坂
野
の
主
張
は
、

「
定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か
」
と
問
う
、
私
の
韻
律
論
の
基
本
姿
勢
に
異
を
と
な
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

私
の
仮
説
「
等
時
音
律
説
一
は
、
詩
句
を
発
語
ず
る
作
者
の
律
を
、
読
者
を
拘
束
す
る
規
範
と
し
て
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ

た
も
の
で
、
そ
れ
は
言
わ
ば
作
者
主
義
的
韻
律
論
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
坂
野
が
「
対
象
の
相
対
性
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
詩
歌
を
朗
読
す
る
際
の
個
々
の
読
者
の
偏
差
を
さ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
坂

野
は
、
読
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
享
受
の
中
か
ら
一
つ
の
朗
読
の
仕
方
を
是
と
し
て
選
び
、
そ
れ
を
一

i

こ
う
読
む
べ
き
だ
」
と
押
し
つ
け
る
こ



と
は
で
き
な
い
、

と
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
私
は
、
読
者
主
義
は
日
本
詩
韻
律
論
の
根
幹
に
す
え
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
こ
の
坂
野
の
よ
う
に
明
確

で
意
識
的
で
は
な
い
か
た
ち
で
は
、
多
く
の
韻
律
論
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
坂
野
論
文
に
し
て
も
、
私
の
仮
説
が
引
き
金
と
な
っ
た
わ
け
で
、
も
し
一
つ
の
読
み
を
是
と
し
、
他
を
誤
り
だ
と
し
て
退
け
る
よ

う
な
極
論
が
出
現
し
な
か
っ
た
な
ら
、
あ
る
い
は
前
記
の
よ
う
な
明
確
な
読
者
主
義
を
か
か
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

一
九
七
七
年
十
月
に
出
た
、
別
宮
貞
徳
の
一
一
↓
日
本
語
の
リ
ズ
ム
』
は
、

一
般
向
け
の
日
本
詩
韻
律
論
と
し
て
広
く
読
ま
れ
、
注
目
を
集

め
た
が
、
読
者
主
義
は
こ
こ
に
も
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
別
宮
は
、

で
調
べ
よ
う
が
な
い
が
、
:
・
1

一
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
万
葉
集
の
和
歌
の
律
形
式
を
示
し
て
い
る
が
、

「
昔
の
人
が
ど
う
読
ん
で
い
た
か
は
、
そ
れ
こ
そ
死
人
に
口
な
し

一
ど
う
読
ん
で
い
た
か
」
と
い

う
の
は
、
読
者
が
「
ど
う
読
ん
で
い
た
か
」
と
い
う
意
で
あ
っ
て
、

( 61 ) 

そ
こ
に
あ
る
の
は
、

「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
ー
一
を
求
め
る
坂
野
と

共
通
の
姿
勢
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
は
、
文
芸
享
受
に
つ
い
て
の
一
般
的
通
念
と
し
て
の
読
者
主
義
に
む
す
び
っ
く
。
そ
れ
は
、

つ
ぎ
の
熊
代
信
助
の
雪
長
引
い
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

前
記
荒
木
論
文
が
、
坂
野
の
読
者
主
義
提
唱
と
な
ら
べ
て
、

多
く
の
文
芸
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
学
と
な
る
と
と
か
く
文
芸
自
体
と
は
異
質
の
も
の
が
交
叉
し
て
来
る
が
、
文
芸
は
最
終
的

に
は
感
受
の
頂
点
で
結
着
を
つ
け
る
他
な
い
。
文
芸
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
頂
点
で
の
実
体
と
し
て
具
体
化
さ
れ
授

受
さ
れ
る
と
い
う
一
途
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
の
事
と
し
て
は
、
ど
ん
な
立
派
な
理
論
も
、
そ
れ
自
体
何
の
意
味
も
働
き

62 -

も
な
い
空
疎
な
図
式
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
者
主
義
的
態
度
は
、

一
つ
の
詩
句
に
複
数
の
律
形
態
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
別
宮
貞
徳
は
、
律
形
態
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(ι〉

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

結
局
、

五
七
五
と
は
い
う
も
の
の
、
休
み
ま
で
い
れ
れ
ば
す
べ
て
八
に
な
っ
て
し
ま
う
。
八
八
八
と
い
う
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
く
り
か

え
し
。
二
音
を
一
拍
と
し
て
、
音
楽
で
い
え
ば
四
拍
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
音
楽
の
記
号
で
あ
ら
わ
せ
ば
、
次
の
ご
と
く
に
な
る
。

ゅ

v
v
v
v
v
・-ザ

v
v
v
-
4
3
4
一v
v
v
v
」ずる

た
だ
し
、
休
止
の
位
置
は
句
に
よ
っ
て
多
少
ず
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
七
音
が
ゴ
一
、

四
に
分
割
さ
れ
る
と
き
は
、

叫

V
V
V
V
V
4
句

、4

『コP 母

、'7'広

、'7'式

、乙7'ヤ

~，誌

、コ~" 
モ'7'~ 

~や

~~ 
『コ.. 
~ ごす

~作

4 
ザ』

( 62 ) 

も
し
く
は
、

y
v
v
v」

v
V
4
~

~号

~豆、コv命

、.1.

~作
~，主

、'7''。
~'" 

‘ミヨV 今

~， 、-:::T~ 

‘ミ"皆、乙7 "ャ

ペ
内ν

の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。

「
か
は
づ
飛
び
込
む
」
に
対
し
て
、
別
宮
は
、

「
カ
ワ
ズ
ト
ピ
コ
ム
」
と
「
カ
ワ
ズ

l
ト
ピ
コ
ム
」
の
二
種
の
律
形
態
を
あ
た
え
て
レ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
宮
は
、
こ
こ
で
は
、

-
水
の
立
旦
は
た
ん
に
「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
一
と
し
て
い
る
が
、
荒
木
の
前
記
論
文
「

R
本
詩
の



詩
学
一
に
示
さ
れ
た
定
式
に
従
え
ば
、
こ
れ
は
「
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
」
と
な
り
、
別
宮
自
身
も
『
臼
本
語
の
リ
ズ
ム
』
に
お
い
て
は
、
同
様

な
文
節
構
成
の
五
音
句
に
対
し
、

「
ヤ
ク
モ
ー
タ
ツ
」
や
「
コ
レ
ヤ
l
コ
ノ
」
と
い
っ
た
読
み
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ー「

水

の
音
」
に
つ
い
て
も
二
種
の
律
形
態
が
許
容
さ
れ
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

別
宮
が
「
、
、
、
ズ
ノ

l
オ
ト
」
と
い
う
よ
う
な
律
形
態
を
こ
こ
に
至
っ
て
と
り
あ
げ
な
く
な
っ
た
の
は
、

い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
明

ら
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
「
等
時
音
律
説
」
を
一
部
容
認
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、

「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
を
求
め

る
韻
律
論
が
、

「
か
は
づ
飛
び
込
む
」
に
対
し
て
「
カ
ワ
ズ
ト
ピ
コ
ム
」
と
「
カ
ワ
ズ

i
ト
ピ
コ
ム
」
、
「
水
の
音
」
に
対
し
て
「
ミ
ズ
ノ

オ
ト
」
と
「
ミ
ズ
ノ
l
オ
ト
」
と
い
う
よ
う
に
複
数
の
律
形
態
を
か
か
げ
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

た
と
え
「
フ

ル
イ
ケ
ヤ
」
の
ご
と
く
一
つ
の
律
形
態
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
他
の
律
形
態
を
排
斥
し
て
い
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

( 63 ) 

定
型
詩
歌
の
律
は
読
者
の
享
受
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
の
上
に
立
っ
た
場
合
、
読
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
享
受
を
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
四
拍
子
と
い
う
よ
う
な
公
約
数
的
な
枠
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
代
表
」
で
あ
り
「
典

型
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
非
拘
束
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
他
に
強
い
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
求
め
る
べ
き
律
が
読
者
の
享
受
の
場
に
あ
る
と
き
、

「
ど
う
読
む
べ
き
か
」
を
聞
い
、
読
者
を
拘
束
す
る
一
つ
の
律
形

態
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
私
の
研
究
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
」

こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
判
断
に
、
論
理
上
の
不
備
は
ま
っ
た
く
な
い
。

一回一

し
か
し
、
そ
の
読
者
主
義
に
立
つ
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
は
不
動
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
。

ま
ず
第
一
に
疑
問
に
思
う
の
は
、
読
者
主
義
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
の
律
の
許
容
性
で
あ
る
。
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「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」
で
も
「
ミ
ズ
ノ

i
オ
ト
」
で
よ
し
と
い
う
許
容
性
を
、
こ
の
詩
句
の
表
出
者
で
あ
る
作
者
の
側
か
ら
考
え
て
み
る
と

ど
う
か
。

日
本
詩
韻
律
論
の
対
象
と
し
て
の
律
文
と
は
、
特
別
な
律
を
有
す
る
文
で
あ
り
、
そ
れ
は
律
文
作
者
の
律
に
対
す
る
特
別
な
関
与
と
厳

密
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」
で
も
「
ミ
ズ
ノ
I
オ
ト
」
で
も
と
い
う
許
容
、
そ
し
て
律

文
作
者
が
表
出
し
た
は
ず
の
律
と
は
、
結
局
読
者
に
「
ど
う
読
ま
れ
て
い
る
か
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
言
は
、
律
文
作
者
の
尊
厳
を
い

ち
じ
る
し
く
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

自
ら
の
作
成
し
た
曲
の
音
符
の
長
さ
を
聴
衆
に
教
え
ら
れ
る
音
楽
家
、
鑑
賞
者
に
描
線
の
位
置
を
決
定
さ
れ
る
画
家
が
存
在
し
な
い
な

ら
ば
、
読
者
主
義
の
前
提
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

( 64) 

こ
と
ば
の
物
質
的
素
材
と
し
て
音
と
文
字
が
あ
る
が
、
韻
律
を
や
ど
す
の
は
音
で
あ
る
。
韻
律
を
論
じ
る
場
合
、
読
者
と
し
て
書
記
さ

れ
た
文
字
を
前
に
し
な
、
が
ら
、
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
限
前
の
対
象
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
も
の
と
な
る
。

つ
ま
り
、
視
覚
的
対

象
を
通
し
て
聴
覚
的
対
象
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
韻
律
論
の
そ
も
そ
も
の
困
難
が
あ
る
。

読
者
主
義
的
韻
律
論
は
、
眼
前
の
書
記
を
原
初
の
存
在
と
見
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
は
、
文
字
が

詩
の
原
初
的
存
在
で
あ
っ
た
場
合
に
の
み
成
立
す
る
一
面
的
な
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
詩
歌
享
受
の
実
際
か
ら
す
れ
ば
、
韻
律
は
具
体
的
音
声
と
し
て
、
読
者
の
声
帯
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因

は
紙
上
に
配
さ
れ
た
文
字
の
連
な
り
で
あ
っ
て
、
む
ろ
ん
文
字
は
音
声
で
な
い
。
こ
の
と
き
詩
歌
に
韻
律
を
与
え
る
能
動
的
主
体
と
し
て



読
者
を
思
う
の
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
の
韻
律
を
決
定
す
る
の
は
、
そ
れ
を
読
む
側
の
「
美
意
識
や
言
語
習
慣
」
で
あ
る
と

い
う
読
者
主
義
的
韻
律
論
の
出
現
す
る
下
地
が
こ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
詩
が
こ
と
ば
か
ら
成
り
、
こ
と
ば
の
音
的
外
形
と
し
て
韻
律
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
韻
律
の
出
現
は
詩
の
出
現
と
重
な
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
韻
律
の
出
現
は
、
書
記
以
前
に
は
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
者
主
義
的
韻
律
論
は
、
こ
の
書
記
に
先
行
す
る
作

者
と
韻
律
の
関
係
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
韻
律
は
、
図
の
よ
う
に
、

ω作
歌
の
場
と
倒
享
受
の
場
の
双
方
に
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
読
者
主
義
で
は
前
者
が
ま
っ
た
く

考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
後
者
が
詩
歌
の
出
現
と
享
受
の
全
体
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(A! 

(B) 

享
受
の
場

( 65 ) 

作
歌
の
場

者〉

ことば(韻律)

く読 者〉

ことば(韻律)

の再現

字文

の出現

く作

ωの
作
家
の
場
に
お
け
る
韻
律
は
、
倒
の
享
受
の
場
の
韻
律
に
比
し
て
見
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
通
常
作
者
は
具

体
的
音
声
を
発
す
る
こ
と
な
く
作
歌
す
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
読
者
と
し
て
書
記
さ
れ
た
詩
作
品
に
の
ぞ
む
際
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

読
者
は
作
者
の
音
声
を
観
察
で
き
な
い
位
置
に
お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

。。
戸

hJ'

し
か
し
、
見
え
に
く
く
、

と
ら
え
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
作
歌
の
場
に
韻
律
と
い
う
音
的
外
形
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
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〈

9
)

い
わ
ゆ
る
「
く
り
返
し
」
に
あ
る
と
考
え
、
日
本
詩
の
律
形
態
に
お
け
る
同
一
性
を
、

〔
山
〉

句
」
と
そ
の
否
定
と
し
て
の
「
逆
律
句
」
と
い
う
語
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
同
一
性
は
、

て
は
「
等
価
性
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
順
律

私
は
日
本
詩
の
韻
律
的
原
理
も
ま
た
、

ロ
ー
マ
ン
・
ャ
l
コ
ブ
ソ
ン
に
あ
っ

こ
の
詩
的
言
語
の
形
態
的
属
性
と
し
て
の
同
一
性
は
、
詩
的
言
語
の
発
語
に
聴
覚
的
対
象
の
伴
な
う
こ
と
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
書
記
が
あ
っ
た
と
す
る
。

リ
ズ
ム
↓
村
↓
ラ
ジ
オ
↓
音
楽
↓
莱

こ
の
書
記
が
た
と
え
無
言
で
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
語
の
順
列
が
偶
然
で
な
い
な
ら
ば
、
書
き
手
は
こ
の
書
記
を

( 66 ) 

聴
覚
的
対
象
の
存
在
な
し
に
は
書
き
あ
ら
わ
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
書
記
の
な
ら
び
に
音
的
同
一
性
を
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
語
ば
、

。

。

。

。

ジ
オ
リ
オ
ン
ガ
グ
H
ク
リ
と
い
う
「
尻
取
り
一
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。

。

。

。

リ
ズ
ム

1
ム
ラ

l
ラ

「
ム
一
と
「
ム
」
が
等
し
く
一

t

ラ
」
と
「
ラ
」
も
等
し
い
と

い
う
判
断
な
し
に
は
、
右
の
語
順
を
企
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
二
つ
の
も
の
が
同
じ
で
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
二
つ

の
も
の
が
較
べ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
は
視
覚
的
な
同
一
性
で
も
概
念
的

な
同
一
性
で
も
な
い
。
具
体
的
音
声
で
な
く
と
も
、

一E

ム」
U
「
ム
」
と
い
う
聴
覚
的
な
何
か
が
作
者
の
耳
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
韻
に
お
け
る
同
一
性
の
例
で
あ
る
が
、
律
の
同
一
性
の
場
合
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
音
的
同
一
性
の
存
在
は
、



作
者
の
も
と
に
書
記
に
先
立
つ
韻
律
が
あ
る
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
類
に
と
っ
て
〈
音
声
言
語
〉
は
起
源
的
に
一
次
的
な
言
語
で
あ
り
、

〈
文
学
言
語
〉
は
二
次
的
な
言
語
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、

音
的
同
一
性
を
も
っ
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
、
音
声
言
語
は
文
字
言
語
に
先
立
つ
と
い
う
意
味
で
一
次
的
で
あ
り
、

(日〉

し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
二
次
的
で
あ
る
一
と
は
っ
き
り
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

文
字
は
音
を
置
換

で
は
、
韻
律
論
の
対
象
と
す
べ
き
律
と
は
、
作
歌
の
場
と
享
受
の
場
の
ど
ち
ら
の
律
で
あ
ろ
う
か
c

作
者
の
も
と
に
書
記
に
先
立
つ
韻
律
が
あ
り
、
韻
律
の
企
図
と
完
成
が
そ
こ
で
は
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
勿
論
、

そ
れ
は
作
歌

の
場
の
律
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

作
者
と
読
者
の
関
係
は
、
対
話
に
お
け
る
話
者
と
聞
き
手
の
関
係
に
等
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
詩
作
品
の
場
合
は
、
作
者
と

( 67 ) 

よ
ば
れ
る
話
者
の
音
声
が
、
読
者
と
よ
ば
れ
る
聞
き
手
に
直
接
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
韻
律
の
送
受
の
点
か
ら
言
え
ば
、
作
者
と

読
者
、
話
者
と
聞
き
手
は
そ
れ
ぞ
れ
同
様
な
関
係
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
聞
き
手
が
話
者
の
韻
律
の
作
成
に
加
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
読
者
も
ま
た
作
者
の
韻
律
の
受
け
手
で
あ
り
、
再
現
者
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
定
型
律
が
継
承
さ
れ
て
い
く
に
は
、
作
者
の
律
と
読
者
の
律
は
基
本
的
に
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
の
律
は
読

者
に
正

L
く
再
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、

四
拍
子
と
い
う
よ
う
な
公
約
数
的
な
枠
組
み
を
受
取
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
個
々
の
音
の
長
短
に
つ
い
て
は
、
各

-$ー

各
の
読
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
が
生
じ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
律
は
韻
の
よ
う
に
は
文
字
と
の
間
に
コ
ー
ド
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
に
、

そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、

か
え
っ
て
こ
の
枠
組
み
の
た
め
に
、
各
音
の
長
短
が
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
る
と
い
う
事
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情
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
拍
子
と
い
う
枠
組
み
の
、
音
と
音
の
時
間
関
係
に
対
す
る
許
容
度
が
高
く
、
音
楽
的
な
拍
の
進
行
が
読
者
に
強

く
意
識
さ
れ
る
と
き
に
は
、
句
内
の
各
音
の
時
間
量
は
読
者
の
恋
意
に
よ
る
弾
性
化
を
き
た
す
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
読
者
主
義
韻
律
論
に
は
、
そ
の
正
当
を
文
芸
享
受
の
一
般
的
通
念
と
し
て
の
読
者
主
義
の
正
当
か
ら
得
ょ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
読
者
主
義
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

文
芸
享
受
の
一
般
的
通
念
と
し
て
の
読
者
主
義
と
は
、

い
わ
ば
こ
と
ば
の
解
釈
や
鑑
賞
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
一

i

読

み
方
を
決
め
る
の
は
読
者
で
あ
る
一
と
言
え
る
の
は
、
根
本
的
に
は
こ
と
ば
(
音
)
と
意
味
と
の
関
係
が
一
対
多
対
応
を
許
容
す
る
か
ら

で
あ
る
。

( 68 ) 

た
と
え
ば
、
「
花
」
(
「
ハ
ナ
」
)
は
、
読
者
(
聞
き
手
)
に
と
っ
て
そ
れ
が
発
話
さ
れ
た
と
き
の
意
味
と
し
て
は
、

一l

突
の
対
」
で
も
あ

れ
ば
「
美
し
い
こ
と
の
た
と
え
」
等
で
も
あ
る
。

¥
実
の
対

「
花
」
(
「
ハ
ナ
」
)
ハ

/
美
し
い
こ
と
の
た
と
え

「
ど
う
い
う
意
味
か
」
と
い
う
聞
い
が
生
ず
る
の
は
、
こ
の
一
対
多
対
応
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
つ
の
こ
と
ば
と
そ
れ
を
享
受
す
る
読
者
の
反
応
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
関
係
は
、

た
し
か
に
「
水
の
音
」
と
い
う

語
句
と
そ
れ
に
対
す
る
読
者
の
「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
一
あ
る
い
は

7
、
ズ
ノ

l
オ
ト
ー
一
と
い
っ
た
反
応
と
の
関
係
と
等
し
い
よ
う
に
見
え
る
。



¥
一
ミ
ズ
ノ
オ
ト
一

「
水
の
音
」
〈

/
一
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
一

そ
う
す
る
と
こ
こ
に
、

「
花
一
に
対
し
て
「
実
の
対
一
や
一
美
し
い
こ
と
の
た
と
え
一
と
い
う
対
応
を
許
す
な
ら
、

「
水
の
音
」
に
対

し
て
一
ミ
ズ
ノ
オ
ト
一
や
一
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
一
の
対
応
を
認
め
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
理
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
前
者
の
対
応
関
係
と
後
者
の
対
応
関
係
は
、

ま
っ
た
く
別
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

前
者
は
こ
と
ば
(
音
)
と
意
味
の
関
係
で
あ
る
が
、
後
者
は
こ
と
ば
(
音
)
と
そ
の
外
形
の
一
面
と
し
て
の
律
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
結
局
一
つ
の
も
の
で
し
か
な
い
。

一
つ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
一
対
一
対
応
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
正
し
く
は
、

( 69 ) 

「
水
の
音
」
(
一
ミ
ズ
ノ
オ
ト

b
i
l
l一
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」

も
し
く
土
、

↑

i

水
の
音
一
(
一
ー
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
」
)
|
|
|
「
ミ
ズ
ノ

l
オトー一

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

明
瞭
に
こ
と
ば
が
発
話
さ
れ
、
そ
れ
が
正
し
く
聴
取
さ
れ
た
場
合
、
聞
き
手
が
一
ど
う
い
う
意
味
か
」
と
問
う
こ
と
が
あ
る
が
、

ど

う
い
う
律
か
一
と
い
う
聞
い
が
な
い
の
は
、
こ
と
ば
(
音
)
と
律
の
聞
に
一
対
多
対
応
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

-54-

読
者
主
義
的
韻
律
論
に
は
、
こ
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
も
の
を
区
別
し
な
い
と
い
う
誤
り
が
あ
り
、

ま
た
つ
ぎ
の
韻
と
律
の
関
係
に
見

え
る
よ
う
に
、
逆
に
区
別
す
べ
き
も
の
を
区
別
し
な
い
と
い
う
誤
り
も
あ
る
。



一白一

読
者
主
義
的
韻
律
論
で
は
、
韻
は
規
定
で
き
る
が
律
の
方
は
規
定
で
き
な
い
、

ま
た
規
定
で
き
な
い
の
に
規
定
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
律
は
規
定
す
べ
き
で
な
い
、

と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

韻
と
律
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

規
定
す
べ
き
か

韻
と
律
が
こ
の
よ
う
に
対
照
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
原
因
ば
、
韻
は
そ
の
順
列
に
よ
っ
て
意
味
を
に
な
う
の
に
対
し
、
律
に
そ
の
よ
う
な

働
き
が
な
い
と
い
う
、
情
報
伝
達
に
お
け
る
両
者
の
役
割
の
差
に
あ
る
。

( 70 ) 

伝
達
内
容
が
伝
達
者
か
ら
享
受
者
に
正
し
く
伝
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
通
信
経
路
は
精
密
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
伝
達
者

と
享
受
者
の
聞
に
、
音
の
代
替
的
信
号
と
し
て
の
文
字
を
介
在
さ
せ
る
な
ら
ば
、
韻
は
文
字
に
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
両

者
の
関
係
は
固
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
者
が
韻
を
規
定
で
き
る
し
、

ま
た
規
定
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
伝
達
の
事
情

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
律
は
韻
の
よ
う
に
文
字
に
む
か
え
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
、

「
水
の
音
」
を
「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」
と
読
む
者
が
い
る
し
、

「
ミ
ズ

ノ
ー
ォ
ト
」
と
読
む
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
意
味
を
に
な
わ
な
い
か
ら
、
そ
の
是
非
を
文
脈
か
ら
決
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

韻
律
論
に
お
け
る
読
者
主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
伝
達
に
お
け
る
韻
と
律
の
一
般
的
な
認
識
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。



だ
が
、
こ
こ
に
は
詩
的
言
語
に
対
す
る
配
慮
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

韻
を
重
と
し
律
を
軽
と
す
る
の
は
、
言
語
と
情
報
伝
達
の
道
具
と
見
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
言
語
の
音
的
形
態
が
意
味
の
下
僕

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
的
言
語
の
韻
と
律
で
あ
っ
て
も
、
詩
的
言
語
の
韻
と
律
で
は
な
い
。
日
常
的
言
語
が
伝
達
手
段

(
M
H
)
 

よ
り
も
伝
達
内
容
を
優
先
さ
せ
る
の
に
対
し
、
逆
に
伝
達
内
容
よ
り
も
伝
達
手
段
に
重
き
を
お
く
言
語
が
詩
的
言
語
な
の
で
あ
る
。

日
本
詩
が
韻
律
論
の
対
象
と
な
る
の
は
、

日
本
詩
が
詩
的
言
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
伝
達
手
段
で
あ
る
韻
律
が
音
的
価
値
を
も
つ
か

ら
で
あ
る
。
音
的
価
値
を
も
っ
韻
律
の
形
態
は
明
ら
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

韻
を
「
規
定
す
べ
き
で
あ
る
」
の
は
、
韻
の
形
態
そ
の
も
の
が
音
的
価
値
を
も
つ
か
ら
で
、
通
常
の
意
味
作
用
に
お
け
る
道
具
と
し
て

の
必
要
か
ら
で
は
な
い
。
律
も
同
様
に
、
律
の
形
態
に
土
日
的
価
値
を
や
ど
す
な
ら
ぽ
、
規
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
規
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

( 71 ) 

ま
た
、
律
を
「
規
定
で
き
な
い
」
と
い
う
結
論
も
早
計
で
あ
る
。
規
定
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
と
し
て
も
、

ま
ず
は
規
定
す
る
た
め

の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

韻
律
論
の
対
象
と
な
る
詩
的
言
語
の
韻
と
律
は
、

ほ
ん
ら
い
つ
ぎ
の
よ
う
に
共
通
の
性
質
を
も
つ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

- 52-

|律[韻

規
定
で
き
る

規
定
す
べ
き
か

規
定
で
き
る
か

規
定
す
べ
き
で
あ
る

規
定
で
き
る

規
定
ず
べ
き
で
あ
る

こ
と
ば
の
音
的
外
形
を
通
常
の
意
味
作
用
に
お
け
る
道
具
と
し
、
そ
こ
か
ら
韻
と
律
の
役
割
の
重
軽
を
ひ
き
出
し
て
両
者
に
境
を
入
れ
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る
読
者
主
義
的
韻
律
論
は
、

し
た
が
っ
て
自
ら
の
韻
律
論
を
も
韻
律
論
の
坪
外
に
追
い
や
っ
て

日
本
詩
を
詩
的
言
語
の
外
に
追
い
出
し
、

し
ま
っ
て
い
る
の
で
占
め
る
。

四

言
語
作
品
と
は
「
意
味
の
通
じ
る
文
字
の
羅
列
ー
一
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
横
光
利
一
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
の
言
語
作
品
観
は
こ
の
こ

と
ば
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
言
う
な
ら
ば
、
書
記
に
の
ぞ
む
読
者
に
よ
る
作
品
観
で
あ
り
、
勾
き
わ
め
て
書
記
的
な
、

し
た
が
っ

て
非
音
声
的
な
作
品
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
観
に
お
い
て
は
、
音
声
言
語
は
決
し
て
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
。
文
字
が
意
味
を

伝
達
し
う
る
な
ら
ば
、
音
声
言
語
は
な
く
て
も
支
障
の
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
言
語
作
品
観
が
詩
的
言
語
に
お
よ
ぶ
と
き
、

そ
の
欠
陥
は
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
詩
的
言
語
と
は
、
音

( 72 ) 

形
そ
の
も
の
に
価
値
を
も
っ
言
語
の
謂
で
あ
り
、
音
形
の
あ
り
方
に
伝
達
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
乗
せ
た
言
語
の
謂
な
の
で
あ
る
。

音
が
言
語
の
素
材
で
あ
る
探
り
、
音
の
持
つ
物
理
的
性
質
が
言
語
で
は
使
用
さ
れ
、
文
芸
作
品
の
表
現
手
段
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

快
い
音
調

(
O
C
H
U
F
0
3
)
、
声
喰
法
(
。

g
B忠
告
。
町
一
竺
、
目
当
芯
n
F
宣
明
と
呼
ば
れ
る
同
じ
あ
る
い
は
似
た
音
の
文
体
論
的
使
用
、
頭
韻

法
(
巳
E
2
2
5ロ
)
、
掛
詞
吉
田

g
ロ。

gg-竺
、
し
ゃ
れ
(
口
丘
町
B
σ
2
5
、
韻
律
な
ど
は
そ
の
一
例
で
、
こ
の
ほ
か
ア
ク
セ
ン
ト
、

イ
ン

ト
1
シ
ョ
ン
も
使
用
さ
れ
る
。

ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
l
シ
ョ
ン
が
伝
達
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
か
否
か
で
詩
的
言
語
で
の
持
つ
意

味
は
変
っ
て
く
る
。
言
語
の
物
質
的
素
材
と
し
て
の
音
を
基
礎
に
言
語
芸
術
作
品
の
二
大
区
分
、
散
文
と
韻
文
の
区
別
も
ま
た
行
な
わ

れ
て
い
る
。

読
者
主
義
的
韻
律
論
と
い
う
、
実
の
と
こ
ろ
音
形
を
軽
視
し
た
一
言
語
観
の
上
に
成
る
考
え
方
が
、
音
形
を
最
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
韻
律
論
に
も
ち
こ
ま
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
構
造
に
、
今
日
の
日
本
詩
韻
律
論
の
一
混
迷
の
大
き
な
原
因
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
言
語
観
を
生
じ
さ
せ
た
最
大
の
も
の
は
、
音
声
を
文
字
に
の
せ
る
と
い
う
、
言
語
作
品
に
と
っ
て
不
可
避
の
構

造
で
あ
ろ
う
。

篠
田
浩
一
郎
は
、

文
字
に
書
か
れ
活
字
に
組
ま
れ
る
説
話
は
音
声
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
個
性
的
な
音
質
を
も
失
う
か
ら
、
去
一
一
日
き
手
は
語
り
手
に
比
べ

て
ひ
ど
く
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
音
声
を
文
字
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
生
ず
る
書
き
手
の
不
利
は
、
そ
の
ま
ま
韻
文
、
こ
と
に
律
文
の
作
者

に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
読
者
主
義
的
韻
律
論
は
、

た
ん
に
読
者
と
し
て
の
み
書
記
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
律
を
不
明
の
も
の
と
し
、

し

た
が
っ
て
読
者
の
側
で
決
め
て
よ
い
も
の
と
し
て
し
ま
い
、
こ
の
よ
う
な
書
き
手
の
不
利
を
思
い
や
る
こ
と
、
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

( 73 ) 

ま
た
、
律
文
と
い
う
の
は
、
作
者
が
そ
の
律
形
態
に
厳
格
な
態
度
を
も
つ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、

「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」
で
も
「
ミ
ズ
ノ

ー
オ
ト
ー
一
で
も
と
い
う
寛
容
は
、
勿
論
こ
の
厳
密
に
そ
ぐ
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
語
で
は
、

音
韻
的
音
節
と
し
て
一
音
節
で
あ
る
も
の
が
二
モ

i
ラ
と
見
な

(
甲
」
〔
択
。
己
や
「
紺
」
門
回
向
。
Z
]
の
よ
う
に
、

さ
れ
る
の
も
、
他
の
短
音
節
の
時
間
量
が
一
モ

l
ラ
と
し
て
す
べ
て
等
し
く
、
こ
れ
ら
が
そ
の
倍
の
時
間
量
を
も
つ
こ
と
が
み
と
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
散
文
や
日
常
会
話
に
お
け
る
通
常
の
律
的
関
与
を
も
っ
て
し
て
も
、

「
ミ
ズ
ノ
オ
ト
」
と

「
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
」
の
差
は
明
瞭
で
あ
り
、
同
一
の
聴
覚
印
象
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
ミ
ズ
ノ
オ
ト
一
で

- 50一

も
「
ミ
ズ
ノ

i
オ
ト
」
で
も
可
と
す
る
文
は
、
も
は
や
律
文
と
は
よ
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
律
文
作
者
と
は
、
少
な
く
と
も
で
、
ズ
ノ
オ
ト
」

と
「
ミ
ズ
ノ

l
オ
ト
一
の
差
を
感
受
し
う
る
存
在
で
あ
る
。
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、:司、

「
律
文
の
読
み
方
を
決
め
る
の
は
読
者
で
あ
る
」
|
!
こ
れ
ほ
ど
律
文
作
者
と
詩
的
言
語
を
侮
蔑
し
た
こ
と
ば
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

作
者
主
義
的
韻
律
論
こ
そ
、
韻
律
論
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。
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荒
木
亨
「
日
本
詩
の
詩
学
1
1
l岩
野
泡
鳴
・
福
士
幸
次
郎
・
木
々
高
太
郎
を
貫
通
す
る
も
の
|
|
」
(
「
文
学
」

寺
柚
雅
人
「
等
時
音
律
説
試
論

i
l定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か
|
|
」
(
「
文
学
」
昭
臼
・

2
)

荒
木
亨
「
ソ
シ
ナ
l

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
1

1」
(
「
文
学
」

荒
木
亨
「
一
言
葉
と
詩
」
(
「
ユ
リ
イ
カ
」
昭
日
・

2
)

坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
!
l
l寺
柚
論
文
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
文
学
」
昭
臼
・

7
)

別
宮
貞
徳
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
1

1
四
拍
子
文
化
論
1

1
」
五

O
頁
(
昭
臼

-m
講
談
社
)

熊
代
信
助
『
日
本
詩
歌
の
構
造
と
リ
ズ
ム
』
一
頁
(
昭
必
・

1

角
川
章
一
円
庖
)

別
宮
貞
徳
「
俳
句
の
音
楽
性
」
(
「
国
文
学
」
昭
お
・

2
)

ー・

A
・
リ
チ
ャ

l
ズ
『
文
芸
批
評
の
原
理
』
一
八
四
頁
(
昭
必
・
9
八
潮
出
版
社
)

寺
柏
雅
人
「
こ
と
ぼ
と
韻
律
に
つ
い
て
|
|
臼
本
詩
定
型
論
異
見
|
|
」
(
「
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
昭
幻

-m)

ロ
l
マ
ン
・
ャ
i
コ
ブ
ソ
ン
『
一
般
言
語
学
』
一
九
四
頁
(
昭
必
・

3

み
す
や
す
書
一
房
一
)

春
日
正
コ
了
桜
井
茂
治
『
日
本
語
の
表
現
と
構
造
』
一
四
頁
(
昭
M
・
3
噌
双
文
社
)

千
野
栄
一
「
こ
と
ば
の
芸
術
と
芸
術
の
こ
と
ば
」
(
千
野
栄
一
一
剃
『
言
語
の
芸
術
』
(
昭
一
ぬ
・

5

大
修
館
者
応
)
所
収
)

-
-
R
・
ガ
リ
ペ
リ
ン
『
詩
的
一
言
語
学
人
門
|
三
葉

2志
味
と
情
報
性
』
一
六
頁
(
昭
臼
・
8
研
究
社
出
版
)

(
日
)
に
同
じ
。

篠
田
浩
一
郎
『
物
語
と
小
説
の
こ
と
ば
』
六
一
頁
(
昭
ぉ
・

6
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昭
閉
山
・
ロ
)

昭
臼
・

4
)

国
文
社
)




