
、3ノl
 

，f

・、

リ
ズ
ム
に
お
け
る
流
れ
と
よ
ど
み

ー
ー
ー
拍
節
群
化
の
二
重
性
に
つ
い
て
|
|

寺

中山

雅

リ
ズ
ム
の
本
義
が
繰
り
返
し
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

リ
ズ
ム

(
岳
山
込
町
宮
)
、
す
な
わ
ち
律
動
と
は
、
「
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
」
(
講
談
社
『
日
本
語
大
辞
典
」
)

で
あ
り
、

/レ

(
吋

Y
M
N
F
S片
山
}
)
、
す
な
わ
ち
律
動
的
と
は
、
そ
う
し
た
運
動
が
調
子
よ
く
進
行
す
る
様
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
。

リ
ズ
ム
に
乗
れ
な
い
ス
ポ
ー
ツ
選
手
は
力
を
出
し
切
れ
る
は
ず
が
な
い
。
身
体
の
リ
ズ
ム
が
狂
え
ば
健
康
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
も
な

ろ、っ。

人
リ
ズ
ミ
カ

と
い
う
よ
り
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
で
な
い
こ
と
に
お
い
て
、

そ
れ
は
リ
ズ
ム
の
対
極
に
位
置
す
る
事
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
」
に
う
ま
く
乗
れ
ず
乱
れ
が
生
じ
て
い
る
時
、
通
常
そ
こ
に
リ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
の
詩
歌
の
リ
ズ
ム
を
考
え
る
場
合
も
、

そ
の
よ
う
に
「
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
」
に
主
な
注
意
が
払
わ
れ
、

動
を
支
え
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
単
位
と
し
て
、
二
拍
ず
つ
の
規
則
的
な
あ
る
い
は
機
械
的
な
分
節
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
も
も
っ
と

そ
の
運
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も
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

一
音
し
か
な
い
と
き
に
は

一
音
分
の
休
止
が
あ
っ
て
、

一
拍
と
な
る
。
俳

日
本
語
は
二
音
ず
つ
発
音
さ
れ
て

一
拍
と
な
る
。
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句
も
そ
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
音
歩
説
と
い
い
、

土
居
光
知
が
実
験
的
に
確
立
し
た
説
で
あ
る
。
こ
の
説

に
し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
句
(
飯
田
蛇
第
「
た
ま
し
ひ
の
た
と
へ
ば
秋
の
ほ
た
る
か
な
」
|
|
引
用
者
)
を
読
む
と
、
「
た
ま
/

し
ひ
/
の

O
Jた
と
/
へ
ば
/
あ
き
/
の

O
〆
ほ
た
/
る

O
/か
な
〆
」
と
な
る
が
、
こ
の
上
・
中
・
下
の
三
句
を
読
む
時
間
は
、

実
測
す
る
と

ほ
ぽ
同
じ
時
間
で
あ
る
と
い
い

「
た
ま
/
し
ひ
/
の

O

/

(
別
宮
貞
徳
)
、

そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
句
は
、

O
Oグ
た
と
/
へ
ば
/
あ
き
/
の

O
〆
ほ
た
/
る

O
/か
な

/
O
O〆
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
ぞ

こ
れ
は
実
作
者
で
も
あ
る
平
井
照
敏
氏
の
俳
句
に
つ
い
て
の
韻
律
解
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
不
さ
れ
て
い
る
音
歩
説
と
い
う
の
は
定

型
詩
歌
に
関
す
る
代
表
的
な
リ
ズ
ム
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
立
語
の
語
頭
の
一
音
を
そ
れ
ぞ
れ
の
拍
の
一
音
目
に
置
く
、

十自

音
の
規
則
正
し
い
分
節
の
継
起
に
し
た
が
っ
て
各
句
が
完
全
に
切
り
刻
ん
で
し
ま
え
る
も
の
な
ら
ば
、

リ
ズ
ム
は
よ
ど
み
な
く
繰
り
返

さ
れ
、
ま
っ
す
ぐ
に
流
れ
る
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し

リ
ズ
ム
と
は

つ
ね
に
調
子
よ
く
流
れ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
は

そ
の
本
義
は
繰
り
返
し
だ
と
し
て
も

な
い
か
。
語
が
二
音
ず
つ
に
次
々
と
分
断
さ
れ
て
、

た
ん
に
軽
快
に
進
み
ゆ
く
だ
け
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
な
ら
ば
、

リ
ズ
ム
と
は
単
調
で

深
み
や
味
わ
い
に
欠
け
る
も
の
と
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ー
・

A
・
リ
チ
ャ

l
ズ
の
次
の
言
は
、

日
本
の
詩
の
リ
ズ
ム
を
考
え
る
場
合
に
も
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

リ
ズ
ム
と
、

そ
の
一
形
式
で
あ
る
韻
律
は
、
く
り
返
し
と
期
待
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
。
期
待
さ
れ
る
も
の
が
く
り
返
す
場
合
で
も

リ
ズ
ム
と
韻
律
の
効
果
は
、
常
に
期
待
か
ら
生
ま
れ
る
。

そ
れ
が
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
現
わ
れ
な
い
場
合
で
も
、

す
な
わ
ち
、

リ
ズ
ム
と
は
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
同
時
に
非
繰
り
返
し
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
運

(2) 

動
」
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
は
「
規
則
正
し
く
は
繰
り
返
さ
れ
な
い
運
動
」

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



(3) 

特
定
の
形
式
の
繰
り
返
し
か
ら
、

そ
の
同
じ
形
式
が
次
も
ま
た
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
期
待
さ
れ
る
時
、

そ
こ
へ
そ
れ
と
は

別
の
形
式
が
出
現
し
た
と
な
る
と
、
予
想
は
外
れ
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
規
則
正
し
く
展
開
し
て
き
た
秩
序

あ
る
拍
節
の
進
行
が
乱
れ
、

ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
り
ズ
ム
の
流
れ
は
よ
ど
む
。

繰
り
返
し
が
あ
る
な
ら
、

そ
れ
に
対
し
て
予
想
や
期
待
が
生
ま
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
予
想
や
期
待
が
あ
る
な
ら
そ
れ
に
対
す
る

は
ず
し
や
裏
切
り
の
出
来
も
ま
た
必
然
で
あ
ろ
う
。

定
型
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
も
繰
り
返
し
と
非
繰
り
返
し
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
期
待
さ
れ
る
分
節
と
実
現
さ
れ
た
分
節
の
二
重
の
分
節
作

用
の
一
致
と
不
一
致
が
も
た
ら
す

リ
ズ
ム
の
流
れ
と
よ
ど
み
が
あ
る
。

本
稿
は
、
定
型
詩
歌
に
つ
い
て
、

そ
の
リ
ズ
ム
に
流
れ
と
よ
ど
み
を
生
む
二
つ
の
群
化
・
分
節
作
用
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の

構
造
と
機
能
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
が
音
歩
説
批
判
と
い
う
形
で
、
句
内
の
各
拍
節
の
等
時
性
を
主
張
し
、
「
等
時
音
律
説
」
を
提
出
し
た
の
は
一
九
七
八
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
下
し
た
結
論
は
、

五
音
句
も
七
音
句
も
八
拍
の
う
ち
の
最
後
に

五
音
句
・
七
音
句
の
背
後
に
等
時
の
八
拍
の
連
鎖
を
捉
え
、
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そ
れ
ぞ
れ
三
拍
、

一
拍
の
休
拍
を
も
つ
が
、
三
音
目
に
意
味
の
分
節
の
あ
る
七
音
句
(
三
四
型
)

の
休
拍
は
先
頭
に
立
つ
、

と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
音
拍
と
休
拍
の
関
係
は
次
の
よ
う
な
図
(
音
拍
日
・
、
休
拍
U
O
)

に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

五
音
句
の
場
合
、

一----一・
0
0
0

一
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と
表
し
、

七
音
句
を
、

一
-
-
-
-
一
・
・
・

o
一

一
0
・
・
・
一

.

.

.

.
 一

と
い
う
こ
種
と
す
る
こ
と
が
断
言
で
き
る
(
略
)

し
か
し
、
先
に
引
い
た
平
井
氏
の
俳
句
の
韻
律
解
説
(
一
九
八
四
年
)

そ
の
後
も
音
歩
説
の
支
持
は
高
く
、
「
等
時
音
律
説
」
は
一
般
に
広
く
理
解
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。

が
音
歩
説
に
そ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、

る
が
)

と
は
言
え
、
同
じ
平
井
氏
の
韻
律
解
説
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
各
句
の
等
時
性
(
依
然
と
し
て
句
内
の
非
等
時
性
は
そ
の
ま
ま
で
あ

へ
の
着
目
か
ら
音
歩
説
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
別
宮
貞
徳
氏
が
、
私
の
「
等
時
音
律
説
」
発
表
後
の
一
九
八
一
年
に
提
示
し

た
の
は
、
次
の
よ
う
な
律
形
式
で
あ
り
、

そ
れ
は
音
歩
説
に
従
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

(
略
)
音
楽
の
記
号
で
あ
ら
わ
せ
ば
次
の
ご
と
に
な
る
。

時

d

A

柚

令

、

M

E

P

S

同

伊

宅

@

5

3

砂

押

」d
」ぜ」
d
v
v
司
-
一

v
v
v
v
v
v
v
一
『
一
》
」
d
」d
v
v
司
-

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

ふ
a

が

τ
ヰ

布

守

せ

4
作

q

h
町

、

V
4
3
討

作

v
v
v
v
v
司
骨
一
司

v
v
v
v
v
」d
v
一
v
v
v
v
v
司、

"" ~.も
"".. L. 
Vτ く
‘マヰは
、之7命、

、4

'‘' 

寺

廿

」

可

作

q

h

e旬
、
V
4
3
針

作

一
V

V

」d
w
v
v
v
v
一
》
」
d
v
v
v
司
-

の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。

(4) 

七
音
が

四
に
分
割
さ
れ
る
と
き
は

は
じ
め
の
「
な
つ
く
さ
や
」

の
場
合
は
、
音
歩
説
に
よ
っ
た
律
形
式
と
「
等
時
音
律
説
」
に
よ
っ
た
そ
れ
と
の
聞
に
大
き
な
異
な
り
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(5) 

は
生
じ
な
い
。

が
、
「
か
は
づ
・
と
び
こ
む
」

の
よ
う
に
三
音
目
に
意
味
の
分
節
を
持
つ
七
音
句
、
す
な
わ
ち
三
四
型
の
七
音
句
で
は

律
形
式
が
違
っ
て
く
る
。
「
三
、

四
に
分
割
さ
れ
る
と
き
」

の
例
と
し
て
示
さ
れ
た
「
か
は
づ
・
と
ぴ
こ
む
」
を
含
む
二
例
の
う
ち
、

後
者
は
従
来
通
り
の
音
歩
説
に
よ
る
律
形
式
で
あ
る
が
、
前
者
は
紛
れ
も
な
く
「
等
時
音
律
説
」
の
主
張
す
る
律
形
式
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
氏
は
一
九
七
七
年
の
、
す
な
わ
ち
「
等
時
音
律
説
」
発
表
直
前
の
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム
|
|
四
拍
子
文
化
論
|
|
」

で
は
、
「
こ
ん
に
ち
の
わ
れ
わ
れ
の
習
慣
に
従
っ
た
読
み
方
」
と
し
て
、

ヤ
ク
モ

O
タ
ツ

0
0
イ
ヅ
モ

O
ヤ
ヘ
ガ
キ

ヤ
ヘ
ガ
キ
ッ
ク
ル

O

ソ
ノ
ヤ
ヘ
ガ
キ
ヲ

O

ツ
メ
ゴ
メ
ニ

0
0
0

を
あ
げ
、
第
一
句
、
第
二
句
の
句
内
に
位
置
す
る
休
止

(
O印
)

の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
八
雲
」
と
「
立
つ
」

の
あ
い
だ
に
そ
れ
ぞ
れ
休
止
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
句
の
五

の
あ
い
だ
、
「
出
雲
」
と
「
八
重
垣
」

音
、
第
二
句
の
七
音
が
、

そ
れ
ぞ
れ
三
二
、
三
四
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
で
、
二
三
、

そ
こ
に
休
止

四
三
に
別
れ
る
ば
あ
い
に
は
、

が
入
る
こ
と
は
な
い
。

と
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

」
れ
は
明
ら
か
に
「
日
本
語
は
二
音
ず
つ
発
音
さ
れ
て

一
音
分
の
休
止
が
あ
っ
て
、

一
拍
と
な
る
。

一
音
し
か
な
い
と
き
に
は

一
拍
と
な
る
」
と
い
う
音
歩
説
に
等
し
い
分
節
法
で
あ
る
。

先
に
示
し
た
別
宮
論
文
に
は
「
等
時
音
律
説
」

へ
の
言
及
は
な
く
、
二
種
の
異
な
る
(
表
面
的
に
は
似
て
い
る
が
、

リ
ズ
ム
の
内
実
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に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
る
)

リ
ズ
ム
説
を
並
立
さ
せ
る
根
拠
も
ま
た
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

は
じ
め
音
歩
説
に
よ
っ
て
い

た
も
の
が
、
後
に
は
音
歩
説
も
「
等
時
音
律
説
」
も
と
い
う
立
場
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
点
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
く
音
歩
説
の
継
承
者
の
一
人
と
目
さ
れ
た
坂
野
信
彦
氏
は
、
「
等
時
音
律
説
」
発
表
直
後
、
こ
の
説
に
対
し
、

リ
ズ
ム
と
い
う
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も
の
に
つ
い
て
の
基
本
的
認
識
に
誤
謬
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
音
歩
説
と
「
等
時
音
律
説
」

て
い
た
が
、
そ
の
後
一
九
八
六
年
に
は
、

の
共
存
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し

(
略
)
七
音
句
は
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
ち
ら
か
に
分
け
ら
れ
る

(
Oは
実
音
を

×
は
休
止
を
あ
ら
わ
す
)
。

×
O
一
0
0
=
0
0
一
O
O

0
0
一
0
0
=
0
0
一
O
×

ま
た
、

五
音
句
は
す
べ
て
一
律
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
。

0
0
一
O
O
一一
O
×
一
×
×

現
代
の
律
文
は
こ
れ
ら
三
種
類
の
音
律
パ
タ
ー
ン
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
と
い
え
る
。

と
、
私
の
「
等
時
音
律
説
」
と
同
じ
律
形
式
を
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

坂
野
氏
の
場
合
は

」
の
結
論
の
補
注
と
し
て
「
等
時
音
律
説
」

へ
の
言
及
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
休
止
の
位
置
は
、

寺
柚
雅
人
氏
が
「
等
時
音
律
説
試
論

|
i定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
か
|
|
」

(
岩
波
書
底
『
文
学
」
昭
和
田
・

2
)
で
示
し
た
も
の
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
氏
は
そ
の
読
み
か
た
を
古
典
に
適
用
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

私
が
「
等
時
音
律
説
」
を
古
典
作
品
に
の
み
適
用
し
た
と
い
う
の
は
、
資
料
と
し
て
古
典
を
多
く
使
用
し
た
こ
と
か
ら
の
誤
解
で
あ

り
、
表
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
そ
れ
は
「
定
型
詩
歌
」
全
体
の
リ
ズ
ム
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

と
に
か
く

「
等
時
音
律
説
」
は
、
若
干
の
支
持
は
得
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

(6) 

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
数
の
上
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
が
、
内
容
の
受
容
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
一
層
心
細
い
支
持
と
言
わ
ざ
る
を
え



"也、

(7) 

A
i
h

、‘。

犬
d
Lつ

ま
り
、
音
歩
説
を
否
定
し
、
相
い
れ
な
い
リ
ズ
ム
説
と
し
て
提
出
し
て
き
た
「
等
時
音
律
説
」
が
、

で
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
音
歩
説
と
共
存
す
る
形

そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
誤
解
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
結
果
と
し
て
提
示
し
た
リ
ズ
ム
形
式
が
一
致
し
た
と

し
で
も
、

そ
の
論
理
過
程
や
リ
ズ
ム
の
内
実
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
て
は
、

や
は
り
こ
れ
も
承
認
や
支
持
を
受
け
た
も
の
と
は
言
い

難
い
。問

題
は
リ
ズ
ム
と
い
う
運
動
の
様
態
な
の
で
あ
る
。

音
歩
説
と
「
等
時
音
律
説
」
と
の
異
な
り
と
い
う
の
は
、
確
か
に
表
面
的
に
は
、

た
と
え
ば
、

グ
ほ
た
/
る

O
/か
な

/
O
Oグ

と

zJ'
ほ
た
/
る
か
/
な

O
/
O
Oグ

と
の
差
に
す
ぎ
な
い
。

音
歩
説
で
「
か
な
」

の
前
に
位
置
す
る
一
音
分
の
休
止
が
「
等
時
音
律
説
」
で
は
「
か
な
」

の
後
に
移
動
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
さ

な
移
動
は
リ
ズ
ム
と
し
て
見
れ
ば
、
実
に
大
き
な
移
動
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
共
存
す
る
も
の
と
し
て
両
者
を
許
容
す
る
寛
容
は
、
換
言
す
れ
ば
鈍
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
本
詩
の
リ
ズ
ム
は
、
韻
律
に

一一272-

対
す
る
敏
感
さ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
鈍
感
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。

韻
律
に
対
す
る
敏
感
さ
と
は
、

た
と
え
て
言
え
ば
、
「
ほ
た
/
る
か
/
な

O
/
O
O」
の
八
つ
の
拍
節
の
進
行
に
と
も
な
う
、
一
一
重

の
群
化
・
分
節
の
運
動
を
と
ら
え
る
敏
感
き
で
あ
る
。



-271-

こ
こ
ま
で
の
叙
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
型
詩
歌
に
つ
い
て
の
現
代
の
リ
ズ
ム
研
究
に
お
い
て
、

お
お
む
ね
了
解
さ
れ
て
い
る

の
は
、
五
音
句
・
七
音
句
の
背
景
に
い
ず
れ
も
八
音
分
の
時
間
進
行
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
り
、

い
ま
か
り
に
そ
の

音
分
の
時
間
量
を
一
拍
す
る
と

(
先
に
示
し
た
よ
う
に
音
歩
説
で
は
二
音
分
を
一
拍
と
し
て
い
る
)
無
音
拍
を
含
め
て
各
匂
は
八
拍
か

ら
な
り
、

そ
の
な
か
で
順
に
二
拍
ず
つ
が
群
化
・
分
節
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
ま
ず
も
っ
と
も
上
位
の
群
化
・
分
節
と
し
て
句
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
八
拍
の
群
化
・
分
節
が
あ
り
、

つ
ぎ
に
そ
の
八
拍
を

二
つ
の
部
分
に
分
け
る
四
拍
ず
つ
の
そ
れ
が
あ
り
、
も
っ
と
も
下
位
の
群
化
・
分
節
と
し
て
二
拍
ず
つ
の
群
化
・
分
節
が
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
簡
単
に
図
示
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

O

O
一
O

O

0

0
一

O

O

}
れ
が
、
ま
ず
一
つ
め
の
群
化
・
分
節
の
作
用
で
あ
る
。

な
お
、
群
化
お
よ
び
分
節
と
は
ひ
と
つ
の
現
象
を
別
の
角
度
か
ら
観
察
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
拍
の
連

鎖
に
お
い
て
、
二
拍
ず
つ
の
群
化
・
分
節
の
作
用
が
働
く
と
す
れ
ば
、
群
化
は

a
の
位
置
に
働
く
拍
と
拍
を
結
ぶ
力
で
あ
り
、

b
の
位
置
に
働
く
前
後
の
拍
を
引
き
離
す
力
で
あ
る
。

分
節
は

(8) 



(9) 

さ
て
、
こ
う
し
た
拍
節
の
接
合
と
分
離
の
関
係
は
、

た
と
え
ば
音
楽
作
品
に
お
け
る
小
節
と
同
様
、
詩
歌
を
作
り
出
す
者
の
前
に
、

予
定
さ
れ
る
拍
節
連
鎖
の
か
た
ち
と
し
て
持
ち
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
二
拍
ず
つ
の
拍
音
の
継
起
的
連
鎖
が
、

さ
ら
に
四
拍
ず
つ
の
、

そ
し
て
そ
れ
を
つ
な
い
だ
八
拍
ず
つ
の
連
結
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
詩
の
こ
と
ば
を
発
す
る
も
の
は
、
こ
の
と

き
こ
の
期
待
を
背
負
い

一
種
の
義
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
期
待
に
応
え
、
義
務
を
果
た
す
な
ら
ば
、
順
調
で
軽
快
な

拍
節
の
進
行
が
可
能
と
な
り
、

そ
こ
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
の
流
れ
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
期
待
は
言
葉
以
前
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
実
現
し
て
行
く
の
は
詩
を
構
成
し
て
い
く
具
体
的
な
言
葉
の
拍
節
で
あ
る
。

鉦山弘一棚、

そ
れ
が
生
き
た
言
葉
で
あ
る
な
ら
ば
、

血
が
か
よ
っ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
か
ぎ
り
、

そ
こ
に
は
語
自
体
の
、

そ
し
て
語
と
語
の
連
接
関
係
が
す
で
に
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、

「
桃
の
花
咲
く
」
で
あ
れ
ば
、
「
桃
の
・
花
・
咲
く
」
と
い
う
群
化
・
分
節
が
す
で
に
あ
り
、

先
と
同
様
な
図
一
不
を
試
み

れ
ば

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

O 
a 

O 
a 

O 
b 

10 

Lo a 

b 

[~ a 

こ
れ
が
二
つ
め
の
群
化
・
分
節
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
機
能
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
両
者
の
一
致
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
と

が
出
て
く
る
。
前
出
の

I
・
A
・
リ
チ
ャ

l
ズ
の
言
を
借
り
れ
ば
、
「
期
待
さ
れ
る
も
の
が
く
り
返
す
場
合
」
と
「
そ
れ
が
期
待
さ
れ

る
だ
け
で
現
わ
れ
な
い
場
合
」
で
あ
る
。



た
だ
、
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
の
関
係
が
、
先
に
見
た
よ
う
な
二
拍
、
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し
た
が
っ
て
、

れ
を
具
体
的
な
言
葉
で
完
全
に
み
た
す
、
」
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
拍
、

八
拍
と
長
短
の
重
畳
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、

そ

「
期
待
さ
れ
る
も
の
が
く
り
返
す
場
合
」
の
五
音
旬
、

た
と
え
ば
、
二
拍
ず
つ
の
群
化
・
分
節
の
期
待
を
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
実
現
し
た
例
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
ほ
ぽ

-
分
節
。
以
下
も
同
じ
て

「
|
」

ク

チ
「
|
L

「
|
」

カ

キ
「
ー
し

t(J「:J
「」

メ

O

「

i
!」

「
|
」

ナ

シ
「
1
L

。。
「
|
」

「」
テ

O

「
し

七
音
句
は
、
順
に

(
口
・
耳
・
目
)

(
柿
・
栗
・
梨
・
手
) (

左
は
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
、
右
は
実
現
さ
れ
た
群
化

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
結
局
四
拍
ず
つ
の
分
節
を
も
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
拍
ず
つ
の
群
化
・
分
節
の
期
待
を
比
較
的
う
ま
く
み
た
し
た
五
音
句
、

ム

フ

サ

ア

フ'

( 10) 

キ

「
」

ノ

O

O 

O 

lレ

O 

ク

ロ

ス

(
紫
・
の
)

(
テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ス
)

七
音
句
と
し
て
は
、



.""←-~， "、 j ・・ J 山史 、

、、，Jl
 

l
 

(
 

の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

逆
に
、
実
現
さ
れ
た
拍
節
の
群
化
・
分
節
の
構
造
が
期
待
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
例
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
現

わ
れ
な
い
場
合
」
と
し
て
、
ま
ず
、
二
音
ず
つ
の
群
化
・
分
節
の
も
の
は
、

t;Tl;コ

の
よ
う
な
場
合
で
、

タ

マ
「

l
j」

タ

マ
「
|
」

つ」テ

0

0

0

「
|
」
「
ー
し

「
」
寸
|
|
」

テ

カ

オ

O

「
i
L

「
|
」

(
目
・
頭
・
手
)

(
目
・
頭
・
子
・
顔
)

ス
ム
ー
ズ
に
は
流
れ
て
い
な
い
こ
と
が
耳
に
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。

四
音
ず
つ
の
場
合
は
、
期
待
は
大
き
く
な
る
か
ら
、

そ
れ
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
く
破
調
感
が
高
ま
る
。

「
|
」

モ

リ

0

0

0

「
I
l
l
i
-
-
L

つi
」

ミ

ズ
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O 

カ

;f 

む

期
待
を
裏
切
ら
な
い
五
音
句
・
七
音
句
を
つ
な
い
で

き

ら

さ

σ〉

O 

O
グ
テ

O 

(
緑
・
森
)

(
風
・
光
・
水
)

ブ持

/レ

ク

ロ

ス

。，rむ

き

。〉

O 

O 

O 

ら

さ



'>"、，~'
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フ咽

フ

/レ

j' 
ア

O
〆テ

/レ

ク

ロ

ス

O 
j' 

ス

ロ

ク

と
し
た
場
合
と
、
期
待
を
裏
切
っ
た
五
音
句
・
七
音
句
ば
か
り
を
集
め
て
、

ぜ

O 

O 

O
グ
か

ひ

O
グ
み

j' 
み

カ当

O 

O 

み

ず

り

O 

ど

ど

も

も

り

り

り

り

4グ
か

ぜ

り

み

ず
グ

ぜ

か

ひ

ず

O
グ
か

ひ

カミ

み

り

と
し
た
場
合
の
リ
ズ
ム
の
相
違
は
歴
然
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
軽
快
な
四
拍
子
系
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
、
後
者
は
期

侍
さ
れ
た
群
化
・
分
節
が
実
現
さ
れ
ず
、
こ
と
ご
と
く
妨
げ
ら
れ
る
の
で
全
体
に
わ
た
っ
て
よ
ど
み
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

破
調
と
言
え
ば
、
字
余
り
・
字
足
ら
ず
と
い
っ
た
五
音
・
七
音
の
定
型
を
く
ず
し
た
も
の
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
定
型
の
五
音

七
音
に
も
破
調
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
場
合
の
破
調
は
一
種
の
シ
ン
コ
ぺ

l
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
と
い
う
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
群
化
・
分
節
の
接
点
は
八
拍
の
中
の
奇
数
番
目
の
拍
で
あ

り
、
そ
こ
に
実
現
さ
れ
る
言
葉
の
拍
節
群
の
先
頭
を
置
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

そ
れ
以
外
の
偶
数
番
目
の
拍
上
に
は
、

そ
の
先
頭
を
置
か
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
拍
節
群
の
先
頭
の
あ
る
べ
き
位

置
に
そ
れ
が
来
な
か
っ
た
り
、
な
い
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
そ
れ
が
来
て
し
ま
っ
た
す
る
こ
と
で
シ
ン
コ
ペ

i
シ
ョ
ン
と

同
様
な
は
ず
し
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

1 

3 

8 

4 

5 

6 

7 

2 

O 

O 

。

O 

× 

× 

× 

× 

( 12) 

(
Oお
よ
び

O
は
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
の
接
点
。
。
は

O
よ
り
上
位
の
接
点
と
考
え
ら
れ
る
)



(13) 

具
体
的
に
言
え
ば
、
「
風
・
光
・
水
」
の
場
合
で
あ
れ
ば

② 

O 

O 

× 

× 

ヒ

カ

① O 

O 

× 

× 

「ミ
」ズ

と
い
う
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
関
係
と
な
る
か
ら
、
実
現
さ
れ
る
拍
節
群
の
先
頭
の
あ
る
べ
き
位
置
に
そ
れ
が
な
い
と
い
う
事
態
(
①
)

の
両
方
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

」
れ
を
も
し
語
順
を
変
え
て

と
あ
る
べ
き
で
な
い
位
置
に
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
事
態
(
②
)

O 

O 

× 

× 

一
カ
セ

「
l
|」

ミ

ズ
「ーー一

O 

O 

× 

× 

ヒ

カ

整
理
し
て
み
よ
う
。

と
で
も
す
れ
ば
、
①
も
②
も
同
時
に
解
消
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
に
応
じ
た
実
現
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
音
句
・
七
音
句
の
背
後
に
は
い
ず
れ
も
八
個
の
等
時
の
拍
節
(
「
等
時
音
律
説
」
は
五
音
・
七
音
の
各
音
も
等
時
で
あ
る
と
す
る
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も
の
)

の
展
開
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
は
、
現
在
多
く
の
リ
ズ
ム
説
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
八
個
の
等
時

了
解
を
え
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

の
拍
節
は
四
拍
子
系
の
群
化
・
分
節
の
力
を
受
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
現
在
の
リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
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つ
ぎ
に

こ
と
ば
が
意
味
を
に
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
き
、
形
式
は
内
容
と
呼
応
し
、

そ
の
意
味
に
よ
る
群
化
・
分
節
が
発
音
上

の
群
化
・
分
節
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、

言
わ
ば
言
語
と
い
う
も
の
の
必
然
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
広
く
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
二
つ
の
群
化
・
分
節
が
存
在
す
る
の
な
ら
ば
、

リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、

た
と
え
ば
音
歩
説
の
よ
う
に
後
者
の
群
化
・
分

節
を
二
音
ず
つ
に
分
解
し
、
足
ら
ず
は
一
音
分
の
休
止
を
補
う
な
ど
し
て
前
者
の
群
化
・
分
節
の
中
に
含
み
込
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
に

は
な
く
、
こ
れ
ら
が
作
ら
れ
読
ま
れ
す
る

こ
と
ば
の
表
出
さ
れ
て
い
く
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
、
両
者
の
群
化
・
分
節
が
作
用
し
機
能

し
、
そ
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
の
中
で
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
際
、
後
者
の
群
化
・
分
節
に
つ
い
て
は
、
「
等
時
音
律
説
」
に
し
た
が
い
、

モ
l
ラ
言
語
と
し
て
の
日
本
語
で
ふ
つ
う
に
話
し

読
む
時
の
五
音
句
・
七
音
句
と
し
て
各
音
を
等
時
に
並
べ
、

そ
の
う
え
に
そ
れ
ら
の
機
能
を
配
し
た
。

前
者
の
群
化
・
分
節
は
発
語
に
先
立
つ
も
の
で

こ
れ
を
期
待
さ
れ
る
群
化
・
分
節
と
考
え
、
後
者
は
発
語
に
と
も
な
う
も
の
で
実

現
さ
れ
た
群
化
・
分
節
と
い
う
呼
称
を
あ
た
え
た
。

詩
歌
の
こ
と
ば
が
音
声
と
し
て
生
ま
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
い
っ
た
ん
書
記
化
さ
れ
た
の
ち
、
そ
れ
が
読
ま
れ
る
こ
と
で
ふ
た
た
び
音

声
と
し
て
表
出
さ
れ
る
際
、
こ
の
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
作
用
は
音
声
と
し
て
具
現
す
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
拍
音
に
働
い
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

二
つ
の
群
化
・
分
節
の
合
致
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

実
現
さ
れ
た
も
の
が
期
待
に
応
じ
て
い
る
場
合
、
期
待
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
四
拍
子
系
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
の
進
行
が
生
ま
れ
、
実
現
さ

れ
た
も
の
が
期
待
に
応
じ
て
い
な
い
場
合
、
期
待
さ
れ
た
リ
ズ
ム
の
進
行
は
妨
げ
ら
れ
、

リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
こ
こ
で

の
リ
ズ
ム
と
い
う
語
の
意
味
は
、
本
来
の
辞
書
的
な
理
解
の
範
曙
に
あ
る
も
の
で
、
「
リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
こ
と
」
を
も
リ
ズ
ム
の
一
一
属

( 14) 

性
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は

は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
)
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期
待
さ
れ
た
リ
ズ
ム
が
軽
快
に
刻
ま
れ
進
行
し
て
い
く
状
態
を
、
水
の
流
れ
ゆ
く
さ
ま
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
期
待

さ
れ
た
リ
ズ
ム
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
、
停
滞
し
た
状
態
は
流
れ
の
な
か
の
よ
ど
み
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
確
か
に
こ
の
リ
ズ
ム
の
流
れ
と
よ
ど
み
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
を
具
体
的
な
五
音
句
・
七
音
句
に
作
っ
て
み
れ
ば
、
耳
に
よ

っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
等
時
音
律
説
」

の
提
示
し
た
五
音
句
・
七
音
句
の
律
形
式
、

お
よ
び
拍
節
群
化
に
前
述
の
二
重
性
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
あ
る
程
度
正
当
性
が
え
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て

し
か
し
以
上
は
言
わ
ば
詩
歌
を
離
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ま
ず
第
一
に
、

以
上
述
べ
た
こ
と
は
具
体
的
に
存
在
す
る
句
集
や
歌
集
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
の
一
勾
一
旬
、

一
首
一
首
を

構
成
す
る
五
音
・
七
音
か
ら
帰
納
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

五
音
句
・
七
音
句
に
働
く
二
つ
の
異
な
る
群
化
・
分
節
の
力
に
よ
っ
て
、
流
れ
と
よ
ど
み
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
は
事

実
耳
に
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
力
が
古
今
集
の
歌
人
た
ち
の
五
音
勾
・
七
音
句
に
も
働
い

て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
芭
蕉
や
子
規
の
発
し
た
言
葉
に
も
「
等
時
音
律
」
を
前
提
と
す
る
流
れ
と
よ
ど
み
が
あ
っ
た
だ

-264-

ろ
う
と
い
う
推
測
も
成
り
た
た
な
い
。

第
二
に
、
流
れ
と
よ
ど
み
が
単
独
の
五
音
句
・
七
音
匂
の
な
か
で
し
か
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

た
と
え
ば
短
歌
で
あ
れ
ば

一
首
全
体
は
五
句
三
十
一
音

つ
ま
り
五
七
五
七
七
と
い
う
構
成
な
の
だ
か
ら
、
流
れ
と
よ
ど
み
の
問
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題
も
こ
の
全
体
の
展
開
の
な
か
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

五
音
句
・
七
音
句
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
語
を
含
む
も
の
で
あ
り
そ
し
て
そ
こ
に
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
力
を
配
し
て
み
る
な
ら
ば
、

前
項
に
示
し
た
よ
う
な
流
れ
や
よ
ど
み
が
当
然
出
て
く
る
わ
け
で
、

そ
れ
が
古
今
集
に
あ
り
芭
蕉
や
子
規
に
も
あ
る
の
は
当
た
り
前
で

あ
る
。
問
題
は

ど
の
よ
う
に
あ
る
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

五
音
・
七
音
は
立
回
数
の
枠
で
あ
り
、

そ
の
制
約
と
表
現
し
た
い
内
容
と
に
し
た
が
っ
て
言
葉
が
選
択
さ
れ
、
時
間
軸
の
上

に
並
べ
ら
れ
た
結
果
、

そ
こ
に
出
現
し
た
五
音
な
り
七
音
な
り
が
あ
る
も
の
は
流
れ
を
つ
く
り
、
あ
る
も
の
は
よ
ど
み
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
リ
ズ
ム
と
は
言
え
な
い
。

リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
一
種
の
企
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
詩
作
に
お
い
て
は
発
語
に
先
立
っ
て
お
り
、
発
語
の
あ
と
に
そ
の
実
現
さ
れ
た

形
式
と
し
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。

句
内
の
語
の
構
成
が
意
味
と
音
数
枠
に
の
み
奉
仕
す
る
も
の
な
ら
ば
、
特
定
の
匂
の
位
置
に
流
れ
や
よ
ど
み
を
志
向
す
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
も
し
五
音
句
と
七
音
句
が
別
々
に
作
ら
れ
、

そ
れ
が
無
作
為
に
並
べ
ら
れ
て
、

五
句
三
十
一
音
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

流
れ
の
句
も
よ
ど
み
の
句
も
、

五
七
五
七
七
の
五
個
所
に
平
均
化
し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
(
五
音
句
と
七
音
句
の
聞
で
は
、
容
量

が
異
な
る
の
で
全
体
の
語
葉
の
あ
り
方
や
流
れ
句
と
よ
ど
み
句
の
定
義
の
し
か
た
で
若
干
の
差
が
出
る
だ
ろ
う
)
。

短
歌
で
あ
れ
ば
、
五
句
三
十
一
音
が
一
筋
の
川
の
流
れ
で
あ
る
。
第
一
句
が
流
れ
始
め
た
あ
と
、
す
ぐ
そ
の
流
れ
を
受
け
て
第
二
句

が
現
れ
、
さ
ら
に
そ
の
第
一
句
か
ら
第
二
句
に
及
ん
だ
流
勢
を
受
け
て
第
三
勾
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
四
句
を
へ

( 16) 

て
最
後
は
第
五
句
で
そ
の
川
は
流
れ
る
こ
と
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
七
音
句
で
も
、
二
句
目
に
位
置
す
る
も
の
と
四
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句
目
に
位
置
す
る
も
の
で
は
、
流
れ
の
様
相
は
違
っ
て
こ
よ
う
。
む
ろ
ん
両
者
は
最
後
に
置
か
れ
た
第
五
句
目
の
七
音
と
も
違
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

「
等
時
音
律
説
」
か
ら
み
ち
ぴ
か
れ
た
二
重
の
群
化
・
分
節
の
仮
説
が
正
し
く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
流
れ
と
よ
ど
み
が

確
か
に
そ
う
呼
ぶ
べ
き
機
能
を
リ
ズ
ム
の
上
に
有
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
流
れ
句
や
よ
ど
み
句
が
ど
の
位
置
で
も
そ
の
出
現
の
仕
方
が

平
均
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
そ
の
よ
う
に
意
味
に
従
属
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
ま
た
五
句
三
十
一
音
が
時
閣
の
線
分
の
端
か
ら
端
ま
で

流
れ
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
流
れ
を
形
成
す
る
句
と
よ
ど
み
を
形
成
す
る
句
は
句
の
位
置
に
よ
り
特
徴
あ
る
出
現
を
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
出
現
の
様
は
、
「
等
時
音
律
」
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
五
句
三
十
二
音
を
掲
載
す
る
歌
集
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
そ
こ
で
短
歌
作
品
の
中
の
七
音
句
に
つ
い
て
・
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
首
の
な
か
で
二
句
目
、

四
句
目
、

五
句
目
の
三
個

所
に
位
置
す
る
七
音
句
に
、
流
れ
の
句
・
よ
ど
み
の
句
は
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
か
。

そ
こ
で
大
ざ
っ
ぱ
な
予
想
だ
が
、

五
句
三
十
一
音
の
線
分
が
川
の
流
れ
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
流
か
ら
中
流
、

下
流
と
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
速
い
流
れ
が
次
第
に
ゆ
る
や
か
と
な
り
、
最
後
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
よ
ど
み
の
な
か
に
終
息
す
る
、

と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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(
上
流
)

;ls 

(
中
流
)

流
れ

つ
ま
り
、
流
れ
句
か
ら
よ
ど
み
句
へ
と
い
う
変
化
で
あ
る
。
ま
ず
す
べ
て
の
七
音
匂
を
、
流
れ
句

(
A
)
、
流
れ
と
よ
ど
み
両
性
を
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具
有
す
る
匂

(B)
、
そ
し
て
よ
ど
み
句

(C)
と
三
種
に
分
類
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
そ
の
他
と
し
て
字
あ
ま
り
匂
と
字

た
ら
ず
句
(
/
)
も
あ
る
。

A
は
流
れ
句
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
調
和
し
た
語
構
成
の
句
で
、

た
と
え
ば
、
文
節
に
よ
る
切
れ
目
を
基
準
と
し
て

(
さ
ら
に
下
位
の
語
や
活
用
の
分
節
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
)

四
三
型
(
「
う
た
へ
り
・
今
日
も
」
「
山
・
ま
た
・
か
な
し
」
な
ど
て

七
型
(
「
秋
海
裳
は
」
な
ど
て
二
五
型
(
「
か
の
・
わ
だ
つ

み
に
」
な
ど
)

を
含
む
。
七
型
お
よ
び
二
五
型
は
、
四
拍
ず
つ
の
群
化
・
分
節
に
応
じ
て
は
い
な
い
が
、
比
較
的
無
理
な
く
期
待
さ
れ
た
群
化
・
分
節

が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

B
は
、
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
調
和
し
た
語
構
成
の
部
分
と
反
対
に
不
調
和
の
語
構
成
の
部
分
を
合
わ
せ
持
つ
句
で
あ
っ
て
こ
れ
は

三
四
型
一
つ
で
あ
る
。

三
四
型
(
「
恋
の
・
ひ
と
み
に
」
「
山
に
・
日
は
・
照
る
」
な
ど
)

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

6 

O 

O 

。

O 

× 

× 

× 

× 

コ

ヒ

ト

ノ

イ

す
な
わ
ち
、
図
の
よ
う
に
、

四
拍
ず
つ
の
大
き
な
群
化
・
分
節
の
期
待
に
た
い
し
、
語
頭
の
あ
る
べ
き
二
つ
の
位
置
の
う
ち
、

は
ず

( 18) 

(
1
)
 
と
み
た
し
た
と
こ
ろ

(
5
)
の
両
極
を
兼
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

B
は
流
れ
句
で
も
あ
り
よ
ど

し
た
と
こ
ろ
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み
句
で
も
あ
る
の
で
、

一
首
の
う
ち
の
流
れ
の
位
置
に
も
よ
ど
み
の
位
置
に
も
い
ず
れ
に
も
出
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
二
型
(
「
ほ
ほ
え
み
て
・
泣
く
」
な
ど
て

C
は
よ
ど
み
句
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
群
化
・
分
節
の
不
調
和
の
語
構
成
を
も
っ
句
で
あ
っ
て
、

の
よ
う
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。

二
三
二
型
(
「
わ
が
・
若
さ
・
燃
ゆ
」
な
ど
)

こ
う
し
て
五
つ
の
歌
集
(
①
『
子
規
歌
集
』
、
②
『
新
編
左
千
夫
歌
集
』
、
③
『
若
山
牧
水
歌
集
」
、
④
『
斎
藤
茂
吉
歌
集
」
、
⑤
『
与

謝
野
日
間
子
歌
集
』
(
い
ず
れ
も
岩
波
文
庫
)
)

結
果
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

か
ら
百
首
ず
つ
を
え
ら
ぴ
、

七
音
句
を
す
べ
て
抜
き
出
し
て
分
類
を
試
み
た
。

ま
ず
、
『
子
規
歌
集
』
か
ら
取
り
出
し
た
百
首
の
う
ち
七
音
句
を
す
べ
て
示
し
、
各
句
に

A
・
B
-
C
の
分
類
記
号
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

句
目

呼
べ
ど
答
へ
ず

か
ば
ね屍

を
さ
む
る

野
を
焼
く
男

こ
め
た
る
庭
に

い
く
さ
の
あ
と
の

君
い
ま
だ
さ
め
ず

白
き
牡
丹
を

き

や

ら

伽
羅
の
匂
ぞ

(A) 

(
B
)
 

(A) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(
B
)
 

(
B
)
 

四
句
目

牡f杏f朝雄?董iと
丹んのずの 'f' --tt: も
の花子焼言し
花はすきく火

に 5そ T
lこぐ

(
A
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
B
)
 

者時事
--L.お C

企ほを
宮ぢ君

五
句
目

春い朝咲杜言野春物
ので 日き若言をの襲f
夜贈?さて勇E焼 山 ふ
のらす散るく陰め
月ばなり 男 り

やり け
り

(C) 

(
B
)
 

(A) 

(C) 

(
B
)
 

(
B
)
 

(CV 

(
B
)
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は

ぎ

す

す

き

萩
も
芭
も

な

ぱ

た

は

た

げ

菜
畑
の
葉
竹

春
ま
だ
寒
し

か
が
り
ぴ

舟
の
聾
火

霜
置
く
庭
の

三
笠
の
山
に

埋
め
し
山
に

小
池
の
氷

の
き

な
取
り
そ
櫓
の

ば
せ
う

玉
巻
く
芭
蕉

繁
華
の
子
等
の

い
ち市

に
花
売
る

み

す
御
簾
た
れ
こ
め
て

あ
ゆ鮎

も
上
り
ぬ

か
ひ
こ

輩
飼
ふ
な
る

世
を
隠
れ
住
む

た
だ
一
す
ぢ
に

龍
の
雀
を

春
行
く
庭
の

女
な
る
ら
し

B A B A C B B A B A A A A A A A B A A B 

二連t鎌柳麦
凧3ぽ彊守倉はは
持りれ散迄計直っ
ちてりやゑく
てたて ずら
まず
る

文ま飛昔天Z五
書ぴの津え尺
き来春橋号の
てるは下か縁
お蝶Z
こを
す

雀尾と
子をこ
をふし
思るへ
ふ鯉主に

のて
ら
す

南t音大E桜筑?病2
大引ま JII~か波ば癒日
門tか尻日ざ根ねゆ
前fりにし風雪べ

し てしき
て

(
B
)
 

(
B
)
 

(B) 

(A) 

(
C
)
 

(
/
)
 

(
/
)
 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(
B
)
 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

時
は
来
に
け
り

が
ん雁

を
吹
く
頃

い
づ
く
よ
り
か
来
し

'νAり
-
乞

白
魚
取
る
ら
ん

あ
ら
れ

ふ
る
霞
か
な

を
じ
か

雄
鹿
群
れ
て
行
く

の
り法

の
と
も
し
火

う
れ
し
く
も
あ
る
か

な

母
は
汝
を
思
ふ

て

う

ず

ぽ

ち

お

ほ

手
水
鉢
を
掩
ふ

春
の
水
青
し

問
ふ
べ
か
り
け
る

打
つ
人
も
な
し

た

ま
多
摩
の
里
人

桑
を
多
く
植
、
つ

梅
植
ゑ
て
け
り

行
き
返
る
ら
ん

日
落
ち
ん
と
す

や
ま
ぶ
き

山
吹
の
花

，
』
五
げ
砂
り

野
の
小
道
行
く

(
B
)
 

(
B
)
 

(
/
)
 

(
B
)
 

(
C
)
 

(
/
)
 

(
B
)
 

(/) 

(
/
)
 

(/) 

(
/
)
 

(C) 

(C) 

(B) 

(
/
)
 

(C) 

(C) 

(
/
)
 

(C) 

(C) 
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嵐f大;往小を瑞手三不ふ猫境つ
にし緒をき会手穂ほ日二じののひ
さ に か蒲まのもの妻め桃に
わつふマ 国近根ねをはか
ぐ寺市L とし嵐ぎ呼 く

ぐ の νぶれ

し

塀G荒沖大芸船誰
倒れに海主はが
れした原f南隠
た野の だ に に れ
る分Eよ た

のふ る

ョq品お
かJほ

岡まと

にエ
ぷ
ら

壊:主
立手
ち旬
司な
らり
くや

A A A A A A B B A B C B B A B C A A / B 

峯
の
み
雪
の

花
散
る
里
に

少
将
の
君
は

桜
の
影
を

花
に
門
閉
ち
て

月
は
左
に

舶
に
近
く

死
ぬ
と
ぞ
思
ふ

妹
が
引
き
起
す

若
き
女
の

尾
花
が
上
に

隣
の
娘

上
野
の
森
に

春
ま
だ
寒
し

女
の
童
に
桃
の

の
り
た
ま
ひ
た
る

槍
端
の
山
に

た

か

す

鷹
子
に
据
ゑ
て

拳
を
離
れ

鷹
飛
ぴ
わ
た
る

(
B
)
 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
B
)
 

(A) 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
C
)
 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

今
か
解
く
ら
しね

い
ざ
行
き
て
寝
む

ね
ぴ
ま
さ
り
た
り

踏
む
人
も
な
し

経
を
読
む
声

な
り
に
け
る
か
な

い
る
か
群
れ
て
飛
ぶ

念
仏
高
く
い
ふ

か
き

朝
顔
の
垣

あ

さ

げ

朝
嗣
す
る
見
ゅ

の
わ
き

野
分
荒
れ
に
荒
る

き
の
ふ
と
つ
ぎ
ぬ

お
ぼ
ろ

月
瀧
な
り

武
蔵
野
の
原

校
折
り
て
や
る

国
は
此
の
国

お

ほ

か

み

な

一
狼
の
暗
く

過
ぐ
る
も
の
の
ふ

鷹
飛
ば
ん
と
す

ふ

ロ

す

そ

や

ま

不
査
の
裾
山

(
B
)
 

(C) 

(C) 

(C) 

(
B
)
 

(
B
)
 

(
/
)
 

(
/
)
 

(
C
)
 

(
C
)
 

(
/
)
 

(
B
)
 

(C) 

(
C
)
 

(C) 

(
B
)
 

(C) 

(B) 

(C) 

(B) 
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し
ら
ふ
の
鷹
は

ふ
さ

ゆ
る
し
の
総
を

松
に
や
鷹
の

た
か
す

鷹
裾
ゑ
て
人
の

い
し
づ
ち

石
槌
の
山
の

棲
多
き
が
け
の

ぢ
ぢ
ぽ
ぽ

爺
婆
こ
ぞ
る

く
も
つ

供
物
を
捨
つ
る

太
鼓
と
ど
ろ
く

以り

帰
り
路
送
る

来
る
と
ば
か
り
を

流
に
か
け
し

い
ざ
と
く
帰
れ

お

ほ

み

お

や

も

大
御
親
の
喪
に

み

も
御
喪
に
こ
も
る
か

み
う
た

君
の
御
歌
を

雨
は
ふ
り
い
で
ぬ

心
の
友
ぞ

峯
の
ま
し
ら
の

赤
き
と
い
ひ
し

(
A
)
 

(A) 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
/
)
 

(
/
)
 

(A) 

(
A
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(/) 

(
B
)
 

(
B
)
 

(
/
)
 

(
A
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

鶴
の
毛
ま
じ
り

老
い
行
く
鷹
の

鳥
ひ
そ
み
鳴
く

鳥
屋
の
烏
の

み

と

や

君
が
御
鳥
屋
に

山
別
れ
す
る

影
も
ま
ば
ら
に

い

も

は

た

け

羊
J

の
白
田
に

隣
の
村
は

も
え
た
ち
か
ぬ
る

ひ
と
り
ひ
ざ
ま
づ
き

汲
み
て
は
こ
ぼ
す

木
の
く
れ
し
げ
に

こ

と

し

今
年
の
春
も

花
見
事
を

堪
へ
ず
や
鬼
の

妻
待
つ
ら
ん
ぞ

木
の
実
く
ふ
友

旅
行
く
人
の

昔
お
も
ほ
ゆ
る

(A) 

(A) 

(C) 

(
A
)
 

(
B
)
 

(C) 

(
B
)
 

(B) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

(A) 

(A) 

(
B
)
 

(A) 

(A) 

(
B
)
 

(A) 

(
/
)
 

ふ

ぶ

き

散
る
吹
雪
か
な

羽
ば
た
き
も
せ
ず

原
の
草
む
ら

鳴
き
さ
わ
ぐ
な
り

老
い
に
け
る
か
な

鷹
を
見
る
か
な

ふ

月
更
け
に
け
り

か
ら
す

鶏
鳴
く
な
り

は
や
踊
る
ら
ん

月
あ
か
り
か
な

あ

さ

か

ら

た

麻
の
殻
を
焚
く

や
ま
ぷ
き

山
吹
の
花

ぬ

す

ぴ

と

で

盗
人
や
出
ん

花
咲
き
に
け
り

見
る
こ
と
も
な
し

泣
く
声
聞
ゆ

馬
う
ち
て
行
け

歌
つ
く
る
友

そ
で袖

ぞ
ぬ
れ
け
る

都
鳥
か
も

(C) 

(C) 

(
B
)
 

(C) 

(
B
)
 

(
B
)
 

(C) 

(
B
)
 

(C) 

(C) 

(
/
)
 

(C) 

(C) 

(C) 

(C) 

(A) 

(C) 

(C) 

(
B
)
 

(
B
)
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恋
し
き
人
の

つ
れ
な
か
り
け
る

は
る
ひ

長
き
春
日
を

お
宅
《
、

h
e
e
u

小
草
萌
え
い
で
ぬ

ゃ
な
か

鳴
き
て
谷
中
や

し
ょ
や

初
夜
打
つ
頃
を

つ
ぱ
き

椿
の
花
を

ひ

な

た

つ
つ
く
日
向
の

で出
る
て
ふ
町
の

緑
う
る
ほ
ひ

お
い
き

老
木
の
桜

ち
ゃ
う丁

と
う
つ
槌

庭
に
ぞ
来
つ
る

を
ん
な
ず
く
ゑ

女
机
の

か
ど

咲
く
門
と
こ
そ

と夕、

咲
け
ど
も
鎖
す

窓
の
紅
梅

薄
紅
梅
の

い
け
な
ん
と
す
る

こ
れ
・
つ
り
て
ん

小
料
理
庖
の

(A) 

(B) 

(B) 

(
/
)
 

(B) 

(A) 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(A) 

(B) 

(C) 

(
A
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(C) 

(A) 

お
も
て

月
の
面
を

死
な
ば
か
人
の

花
無
き
庭
を

あ
め
っ
ち

天
地
今
や

根
岸
の
里
に

足
い
た
み
い
で
て

こ
お
ぺ
た

竹
の
小
枝
を

う
ら
若
草
は

か
は
ほ
り

踊
幅
飛
ん
で

花
咲
か
せ
た
る

わ
れ我

見
し
よ
り
も

か

ぢ

や

鍛
冶
屋
の
梅
の

紅
梅
に
鳴
か
ず

紅
梅
さ
し
ぬ

根
岸
の
里
に

き

ゃ

う

口

ょ

や

r

狂
女
す
む
宿
と

く
れ
な
ゐ

紅
う
つ
る

又
照
り
返
す

っ
ぽ
み

あ
た
ら
苔
の

柳
お
し
わ
け
で

(B) 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(
B
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

(
C
)
 

(
A
)
 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

(A) 

(B) 

(
/
)
 

な
が
め
つ
つ
泣
く

あ
は
れ
と
は
見
む

な
が
め
く
ら
し
つ

よ
み
が
え
る
ら
し

き
め

む
ら
雨
ぞ
ふ
る

ほ
と
と
ぎ
す

時
鳥
な
く

も
ち
て
遊
び
つ

萌
え
そ
め
に
け
り

人
住
ま
ず
け
り

日
の
本
う
れ
し

み

そ

と

せ

へ

三
十
年
ぞ
経
し

ま
っ
し
ろ

真
白
に
散
る

た
け
ぎ
を

竹
竿
に
鳴
く

み
づ
い
れ

水
入
の
水
に

人
尋
ね
わ
ぴ
つ

き
く
は
ま
こ
と
か

う
す
ゃ
う

薄
様
の
上
に

カ
ナ
リ
ヤ
の
龍

玉
を
こ
ぼ
し
つ

紅
梅
の
咲
く

(C) 

(
B
)
 

(B) 

(C) 

(C) 

(C) 

(B) 

(C) 

(
C
)
 

(
A
)
 

(
C
)
 

(
C
)
 

(C) 

(/) 

(
/
)
 

(B) 

(
/
)
 

(C) 

(B) 

(C) 
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ひ童号、汝主汝主ま岸千t腫ろ夜ょ冬志砦i草i
らべはにになう株ふ馬ぱ半吋古tので紙し
め去物物子つのにの芭Z筆者干
く り 問 問 に 波杏鞭宮と きツす
背ァはは似と うも な
戸 ん ん た っし る
の る火

(
B
)
 

(A) 

(A) 

(B) 

(B) 

(
A
)
 

(A) 

(
A
)
 

(
/
)
 

(
/
)
 

(
A
)
 

(
A
)
 

鳴お可す柳乞汝な柄t関2金雁す邑?嘆T庭
神2骨Eの食が杓?帝日ト|が?史野二の
落の下か父子駅城音ね花の紅
ち花か父ゃに下か外低け月梅
てにのあし し-rに

るて 、

(B) 

(A) 

(/) 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

(B) 

(C) 

(A) 

(A) 

(
/
)
 

(A) 

雨目蒲t父汝な行人2柳雨人胡こ花
晴高公15も がく市2青れこに人I咲
れ群英乞母はを々Zや売胡こき
にれの食や誰たな なら茄かに
けつ野かあがす るれをけ
りつか る子 らけ吹り

ぞ んりく

C B C B C B C B / / / C 

五
句
目
と
も
全
体
で
百
個
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
個
数
は
同
時
に
百
分
率
と
も
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

二
句
目
、

四
句
目
、

こ
れ
を
集
計
し
た
表
を
つ
ぎ
に
示
す
。
同
時
に
、
他
の
四
歌
集
に
つ
い
て
も
、

そ
の
集
計
結
果
の
み
を
つ
ぎ
に
示
す
(
数
字
は
個
数
。

百
分
率
は
字
あ
ま
り
・
字
た
ら
ず
句
を
の
ぞ
い
た
定
型
の
七
音
匂
を
全
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
)
。

(24) 

)
内
の
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①
「
子
規
歌
集
』

-254ー

/ C B A 

10 
5 

32 
53 

句
(5.6%) (58.9%) 目

B 56 四
19 

(7.4%) 
19 

(69.1%) 
句
目

48 3 五
18 

(58.5%) 
31 

(3.7%) 
勾
目

47 59 82 112 計

②
「
新
編
左
千
夫
歌
集
』

/ C B A 

4 
5 

49 
42 

句
(5.2%) (43.8%) 目

10 40 四
3 

(10.3%) 
47 

(41.2%) 
句
目

33 4 五
13 

(38.0%) 
50 

(4.6%) 
句
目

20 48 146 86 計

③
『
若
山
牧
水
歌
集
』

/ C B A 

。 4 
38 

58 
句

(4.0%) (58.0%) 目

2 
17 

29 
52 四句

(17.3%) (53.1%) 目

53 12 五
2 

(54.1%) 
33 

(12.2%) 
句
目

4 74 100 122 言十
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④
『
斎
藤
茂
吉
歌
集
』

(26) 

/ C B A 

8 
13 

29 
50 

句
(14.1%) (54.3%) 日

21 
17 

26 
36 匂四

(21.5%) (45.6%) 目

27 12 五
10 

(30.0%) 
51 

(13.3%) 
匂
日

39 57 106 98 計

⑤
『
与
謝
野
晶
子
歌
集
』

/ C B A 

。 13 
33 

54 
句

(13.0%) (54.0%) 日

。 13 
42 

45 四句
(13.0%) (45.0%) 目

40 g 五。
(40.0%) 

51 
(9.0%) 

句
日

。 66 126 108 言十



(27) 

五
歌
集
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
推
測
通
り
の
結
果
が
明
確
に
出
て
い
る
。

流
れ
句

(
A
)
は
、
二
句
目
に
も
っ
と
も
多
い
が
、

四
句
目
に
か
け
て
は
漸
減
し

(
『
子
規
歌
集
』
だ
け
は
わ
ず
か
に
ふ
え
て
い
る
)

五
句
目
に
い
た
っ
て
は
激
減
し
て
い
る
。
流
れ
に
始
ま
り
、
よ
ど
み
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

反
対
に
よ
ど
み
句
の

C
は
、
二
句
自
に
お
い
て
も
っ
と
も
少
な
い
が
、

四
句
目
に
移
っ
て
漸
増
し

(
『
与
謝
野
日
開
子
歌
集
」
は
同
数
)

結
句
の
五
句
目
で
激
増
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
流
れ
に
始
ま
り
、

よ
ど
み
の
な
か
に
終
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

両
性
具
有
の

B
も
や
は
り
、
流
れ
で
も
よ
ど
み
で
も
あ
る
ゆ
え
に
、
予
測
し
た
と
お
り
だ
い
た
い
全
体
に
わ
た
っ
て
現
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
は
流
れ
句
A
と
よ
ど
み
句
C
だ
け
を
分
母
と
し
た
百
分
率
を
図
に
し
た
も
の
で
、
流
れ
と
よ
ど
み
の
相
対
関
係
を
み
た
も
の
で

あ
る
。
五
歌
集
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

四
句
目
と
最
終
の
五
句
目
の
間
で
、
流
れ
か
ら
よ
ど
み
へ
の
逆
転
が
起
き
て
い
る
の
が
み
え

る
で
あ
ろ
う
。

-252ー
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①
『
子
規
歌
集
』四

句
目

五
句
目

句
目

c A 
u 91.4 

c A 
事、7 90.3 

C 
A 

94.1 
5 

」一一一

②
『
新
編
左
千
夫
歌
集
」

二
句
目

lui 

四
句
目

A 
80.0 

A 
89.4 

C 
89.2 

(28) 

③
「
若
山
牧
水
歌
集
』

句
目

四
句
目

A 
93.5 

A 
75.4 

④
「
斎
藤
茂
吉
歌
集
』

句
目

四
句
目

A 
79.4 

A 
67.9 

五
句
目

A 
18.5 

C 
81.5 

五
句
目

A 
32.5 

⑤
『
与
謝
野
晶
子
歌
集
」

二
句
目

A 
80.6 

句
目

A 
77.6 

C 
iゑ4

lui C 
89.2 



(29) 

こ
う
し
て
、
予
測
し
た
と
お
り
、
流
れ
句
は
流
れ
の
位
置
を
占
め
、

よ
ど
み
句
は
よ
ど
み
の
住
置
に
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
こ
れ
が
絶
対
的
な
ル

l
ル
で
あ
る
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
よ
ど
み
に
始
ま
り
流
れ
た
ま
ま
に
一
首
を
閉
じ
る
こ
と
も
可
能

な
わ
け
で
、
事
実
そ
の
よ
う
な
例
が
少
数
で
あ
る
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ひ
ん
が
し
に
一
星
い
づ
る
時

(
C
)

一
汝
が
見
な
ば
一
そ
の
日
ほ
の
ぼ
の
と

(/) 

ね
が
は
く
ば
一
君
か
へ
る
ま
で

一
石
と
し
て
一
わ
れ
眠
ら
し
め

(C) 

(C) 

こ
れ
は
ま
た
あ
る
意
味
で
は
、
繰
り
返
し
の
相
対
で
あ
る
と
こ
ろ
の
非
繰
り
返
し
と
し
て
予
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
進
行
そ
の
も
の
を
実
現
し
て
い
く

し
か
し
、
五
音
・
七
音
が
短
歌
一
首
の
生
き
た
時
聞
の
進
行
の
な
か
に
あ
る
の
な
ら
ば
、

一
か
な
し
く
あ
れ
よ

(
A
)
(斎
藤
茂
吉
)

一
メ
ヅ
サ
の
神
よ

(
A
)
(
与
謝
野
晶
子

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
流
れ
行
き
そ
し
て
よ
ど
む
と
い
う
こ
と
は
平
均
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
結
果
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

四

以
上
に
よ
っ
て

ω定
型
詩
歌
に
お
い
て
は
拍
節
群
化
が
二
重
に
作
用
し
て
い
る
こ
と

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

間
両
者
の
調
和
と
し
て
の
流
れ
句
と
不
調
和
と
し
て
の
よ
ど
み
句
が
生
ま
れ
る
こ
と

-250ー

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
時
に

聞
こ
れ
ら
山
と
削
は
「
等
時
音
律
説
」

の
正
当
を
証
明
す
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。
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力
強
さ
を
う
る
の
で
あ
る
。

調
子
よ
く
流
れ
る
ば
か
り
が
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
よ
ど
み
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
リ
ズ
ム
の
流
れ
が
生
き
た
も
の
と
な
り
、
軽
快
さ
や

結
論
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
ズ
ム
と
は
繰
り
返
し
で
あ
る
と
同
時
に
非
繰
り
返
し
で
あ
り
、
両
者
の
相
対
し
あ
う
な
か
に
そ
れ
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に
リ
ズ
ム
あ
り
き
。

山
平
井
照
敏
「
俳
句
の
本
質

8

韻
律
」
(
学
燈
社
『
国
文
学
臨
時
増
刊
号
俳
句
創
作
鑑
賞
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
所
載

凶
I
・
A
・
リ
チ
ャ
l
ズ
『
文
芸
批
評
の
原
理
」
(
八
潮
出
版
社
昭
必
・

9
)

間
土
守
柚
雅
人
「
等
時
音
律
説
試
論
1
1ム
疋
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か

!
i」
(
岩
波
書
底
『
文
学
』
昭
和
日
・

2
)

凶
別
宮
貞
徳
「
俳
句
の
音
楽
性
」
(
学
燈
社
『
国
文
学
』
昭
防
・

2
)

同
こ
れ
に
対
す
る
私
の
反
論
は
「
こ
と
ば
と
韻
律
に
つ
い
て
l
l
日
本
詩
定
型
論
異
見
l
|
」
(
『
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
幻
集
2
号

等
で
述
べ
た
。

附
坂
野
信
彦
「
韻
律
論
の
基
本
|
|
寺
柚
論
文
を
め
ぐ
っ
て
1

1
」
(
岩
波
書
底
『
文
学
』

例
坂
野
信
彦
「
現
代
日
本
律
読
法
と
そ
の
成
立
」
(
『
中
京
国
文
学
』
昭
日
・

3
)

ロコ
H
U
A
汐

ワ

μ

且
門
王
句
戸
h
d

唱

i

刀
口
う
ゆ
・
ヲ
i

H

E

l

 

(30) 

刀
口
々
j

・
0u

n"に

d.-A




