
日
本
語
定
型
詩
歌
の
リ
ズ
ム

|
「
等
時
音
律
説」

再
論
ー

は
じ
め
に

日
本
語
定
型
詩
歌
の
リ
ズ
ム
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か。
そ
も

そ
も
定
型
詩
歌
に
は
リ
ズ
ム
と
よ
び
う
る
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か

ー。

こ
の
よ
う
な
問
い
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
た
い
へ
ん
も
ど

か
し
く
思
う
が、
こ
う
問
う
こ
と
な
し
に
定
型
詩
歌
の
韻
律
に
関
わ
る
ど
の

よ
う
な
問
題
も
論
じ
ら
れ
な
い
の
が
日
本
語
韻
律
論
の
現
在
で
あ
る。
つ
ま

り、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
に
は
ま
だ
日
本
語
定
型
詩
歌
の
も
つ
韻
律
の
姿
が

ほ
と
ん
ど
見
え
て
い
な
い。

あ
る
い
は
「
定
型」
と
い
う
言
業
に
は
領
律
の
実
態
を
と
ら
え
え
た
か
の

よ
う
な
響
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い。
が、
そ
れ
は
錯
党
で
あ
る。
「
定
型」

と
は
い
う
も
の
の、
そ
れ
は
け
っ
し
て
韻
律
の
全
容
を
と
ら
え、
そ
こ
か
ら

帰
納
し
た
特
性
で
は
な
い。
む
ろ
ん、
本
来
な
ら
ば、
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ

っ
た。
だ
が、
実
際
は、
そ
れ
は
た
ん
に
五
音
：七
音
と
い
っ
た
音
数
形
式

の
決
ま
り
の
み
を
さ
し
て
お
り、
遠
望
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
実
に
茫
漠
と

し
た
韻
律
の
輪
郭
に
す
ぎ
な
い
。

中
国
語
や
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
詩
の
「
定
型」、
複
雑
な
糾
と
ア
ク

セ
ン
ト
の
指
定
を
含
む
規
則
の
体
系
に
く
ら
べ
る
と、
和
歌
や
俳
句
に

つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
「
定
型
律」
な
ど
と
い
う
の
が
お
か
し
い
く
ら
い
で

あ
る。

寺

柚

雅

人

そ
れ
ゆ
え、
そ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
「
単
純
な」
決
ま
り
を
「
定
型」
と

よ
ぶ
の
は
ど
う
か
と
い
う
疑
問
さ
え
呈
さ
れ
て
い
る。
次
に
示
す
の
は、
あ

る
文
芸
用
語
事
典
か
ら
抜
き
出
し
た
「
定
型
律」
を
説
明
す
る
項
の一
文
で

，＇）

 

あ
る。た

し
か
に、
「
定
型」
が
五
音·
七
音
の
音
数
規
定
の
み
を
い
う
も
の
な

ら
ば、
そ
こ
に
は
韻
律
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
に
等
し
い。
そ
れ
を
「
定

型」
と
名
づ
け、
「
定
型
律」
と
よ
ぷ
こ
と
に
た
め
ら
い
を
採
え
る
の
は
む

し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う。
だ
が、
日
本
語
詩
歌
の
韻
律
に
お
け
る
「
定
型」
と

は、
そ
の
よ
う
な
「
単
純
な」
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か。
五
音・
七

音
を
構
成
す
る
各
音
の
長
さ
や
配
列、
時
間
軸
上
に
展
開
す
る
各
音
の
関
係

に
韻
律
的
な
「
定
型」
は
な
い
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か。

も
し
も
五
音・
七
音
あ
る
い
は
八
音
と
い
っ
た
音
数
規
定
が
韻
律
的
「
定
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定
型
詩
歌
の
も
つ
韻
律
の
姿
が
見
え
な
い
現
状
で
あ
る
と
述
ぺ
た
が、

そ

れ
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
日
本
諾
韻
律
研
究
に
欠
け
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

日
本
語
定
型
詩
歌
の
韻
律
的
実
相
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
研
究
に
は、

飢
律
論
史
と
い
う
べ
き
彬
大
な
蓄
積
が
あ
る。

周
知
の
ご
と
く
「
新
体
詩
抄」
（
明
治
十
五
年）

の
誕
生
は
「
長
歌
だ
の

-
2)
 

三
十
一

文
字
だ
の
川
柳
だ
の
支
那
流
の
詩
だ
の
」

と
い
っ
た
旧
来
の
「
簡
短

．

な
る」

詩
形
に
飽
き
足
り
ぬ
思
い
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た。

同
じ
思
い

は
「
小
説
神
髄」
（
明
治
十
八
年）

に
も
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

我
短
歌
長
歌
の
た
ぐ
ひ
ハ
い
は
ゆ
る
未
開
の
世
の
詩
歌
と
い
ふ
べ
く
け

r
3)
 

つ
し
て
文
化
の
発
暢
せ
る
現
世
の
詩
歌
と
ハ
い
ふ
べ
か
ら
ず

こ
う
し
て
「
新
体
詩
抄
j

が
畷
矢
と
な
り、
「
少
し
く
述
統
し
た
る
思

想」

を
盛
る
器
と
し
て
の
新
た
な
詩
形
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

．

が、

新
詩
形
創
出
の
努
力
は
同
時
に
日
本
語
定
型
詩
歌
の
も
つ
韻
律
に
つ
い

日
本
語
韻
律
研
究
の
推
移
と
問
題
点

型」

の
す
べ
て
で
あ
る
の
な
ら、

だ
い
い
ち
8
本
語
韻
律
論
は
成
り
立
た
な

い
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば、

日
本
語
定
型
詩
歌
は
リ
ズ
ム
を
も
た
な

．

ぃ、

と
結
論
し
て
も
い
っ
こ
う
に
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う。

本
稲
は、

こ
う
し
た
危
機
的
な
「
定
型」

認
識
を
超
え
て、

日
本
語
定
型

詩
歌
に
お
け
る
韻
律
的
「
定
型」

を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

も

ど
か
し
さ
を
こ
ら
え
つ
つ
、

改
め
て
日
本
語
定
型
詩
歌
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の

実
在
を
確
認
し
た
い
。

て
考
え、

そ
の
源
を
追
究
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
。

た
と
え
ば、

山
田
美
妙

「
日
本
韻
文
論」
（
明
治
二
十
三
年）

で
は、

韻
文
を
韻
文
た
ら
し
め
る
の

で3)

は
内
容
で
は
な
く
形
式
で
あ
り、
「
そ
の
音
糊
節
奏
で
あ
る
」

と
の
適
正
な

認
識
が
早
く
も
示
さ
れ、

さ
ら
に
大
西
祝
「
詩
歌
論
一

斑
」
（
明
治
二
十
三

年）

は、
「
詩
歌
を
し
て
詩
歌
た
ら
し
む
る
所
は
其
言
語
の
節
調
に
あ
る
な

ら
ば
我
国
の
韻
文
は
如
何
な
る
節
胴
を
以
て
構
造
し
あ
る
も
の
な
る
乎」

と

問
い
、

こ
れ
に
答
え
て
「
是
れ
論
を
待
た
ず
し
て
其
所
腑
る
文
字
（
即
ち

-
6)

語
声）

の
数
に
あ
る
こ
と
明
な
り」

と
的
確
な
判
断
を
下
し
て
い
る。

定
型

詩
歌
を
対
象
と
す
る
韻
律
研
究
は、

こ
う
し
た
見
解
を
端
緒
と
し
て
今
日
ま

で
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
考
察
を
狐
ね
て
き
て
い
る。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

い
ま
だ
日
本
語
定
型
詩
歌
の
韻
律
的
「
定
型」

は
明
ら
か
で
な
く、

そ
の
リ
ズ
ム
形
式、

す
な
わ
ち
美
妙
の
い
う
「
音
調
節

奏
」、

大
西
祝
の
い
う
「
節
糊」

を
特
定
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か。

最
も
根
本
的
な
原
因
は、

私
た
ち
の
多
く
が
韻
律
と
い
う
も
の
を
誤
解
し

て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う。

つ
ま
り、

こ
れ
は
驚
く
べ
き

こ
と
で
あ
る
が、

韻
律
と
は
何
か
と
い
う
韻
律
論
に
と
っ
て
の
根
幹
の
問
い

に
正
し
く
答
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
こ
で
も
う
一

度
さ
き
の
文
芸
用
語
事
典
を
ひ
も
と
く
と、
「
音
数
律」

{
7-

の
項
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る。

詩
や
歌
の
句
に
含
ま
れ
る
音
（
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
を
示
す
文
字）

を

単
位
と
し
た
数
に
も
と
づ
く
韻
律゚
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五
音
句・
七
音
句
な
ど
の
リ
ズ
ム
を
あ
ら
わ
す
「
音
数
律」
は
「
音
を
単

位
と
し
た
数
に
も
と
づ
く
飢
律」
で
あ
る
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う。
私
が
奇
異
に
思
う
の
は、
「
音」
に
対
し
て
「
敢
密
に
い
え
ば

こ
れ
を
示
す
文
字」
と
補
っ
て
い
る
点
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
詩
歌
の
「
音

数
律」
と
は
正
し
く
は
「
文
字
を

単位
と
し
た
数
に
も
と
づ
く
韻
律」
で
あ

る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る。

五
七
五
七
七
の
合
計＿二
十一
音
か
ら
な
る
短歌
は、
早
く
は

「古
今
和
歌

．
集」
仮
名
序
に
「
み
そ
も
じ
あ
ま
り
ひ
と
も
じ」
と
あ
ら
わ
さ
れ、
古
来

「
三
十一
文
字」
と
い
う
別
称
で
も
よ
ば
れ
て
き
た。
そ
れ
は
短
歌
の
音
数

が
同
じ
数
の一
字一
音
式
の
仮
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い。
し
た
が
っ
て、
本
来
な
ら
逆
に

文字
数
の
方
こ
そ
「
股
密
に
い
え

ば」
音
数
で
な
けれ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
あ
ぺ
こ
べ

の
説
明
に
な
る
の
か。

こ
こ
に
み
え
る
の
は、
韻
律
は
文
字
を
起
点と
する
と
い
う
読

者主
義
的

な
韻
律
観
で
あ
る。
こ
の
韻
律
競
は
お
そ
ら
く
詩
歌と
い
う
も
の
の一
般
的

な
あ
り
方
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
通
楷
詩
歌と
い
う
も
の
は、
紙
の

上
に
記
さ
れ
た

文字
と
し
て
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
わ
れ、
領
律は
そ
の
音

声
化
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る。
つ
ま
り、
そ
こ
に
は
「
文
字
↓
音」
と
い
う

現
実
が
存
在
す
る。

韻
律
の
起
点が
文
字
で
あ
る
な
ら
ば、
そ
れ
が
読
者
に
対
し
て
伝
達
し
う

る
の
は
音
韻と
そ
の
数
や
顛
序で
しか
な
い。
音
律
に
つ
い
て
は、
行
替
え

や
句
絞
点
など
によ
っ
て
お
お
ま
か
な
休
止
部
を
指
定
で
きる
だ
け
で、
音

の
長
さ
や
強
さ
な
ど
に
つ
い
て
は、
文
字
は
読
者
に
対
し
て
何
も
指
示
し
な

い。
音
律
の
詳
細
は
鋭
む
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
日
本
語
定
型
詩
歌
の
韻
律
と
い
う
の
は、
踏
的
に
い
え
ば、

そ
の
音
律
の
詳
細
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る。
音
律
上
の
指
示
を
逃
れ
た
読
者

は
文
字
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
音
律
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る。
そ
の
た
め、

そ
こ
か
ら
定
型
詩
歌
の
読
み
方
に
つ
い
て一
定
の
主
張
が
出
て
き
た
と
し
て

も、
そ
の
根
拠
は
自
身
の
「
美
意
微
や
雷
詣
習
恨」
で
し
か
な
い。
あ
る
い

は、
も
う
少
し
客
観
性
を
高
め
た
と
し
て
も、

多数
の
「
美
意
識
や
言
語
晋

慣」
で
し
か
な
い。
詩
歌
の
リズ
ム
形
式
に
つ
い
て
異
な
る
複
数
の
主
張
が

出
現
す
れ
ば、
多
少
居
ご
こ
ち
が
悪
く
て
も、
そ
れ
ら
は
共
存
す
る
し
か
な

い
で
あ
ろ
う。
こ
れ
が
日
本

語韻
律
論
の
現
在
な
の
で
あ
る。

「
音
歩
説」

と
「
等
時
音
律
説」

の
真
の
対
立
点

(
8
》

か
つ
て
（
昭
和
五
十
三
年）
私
自
身が
「
等
時
音
律
説
試
論」
と
題
す
る

ー
文
に
よ
っ
て
定
型
詩
歌
の

リズ
ム
形
式
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
提
案
を
お
こ

な
っ
た
と
き
に
出
く
わ
し
た
の
も、
こ
の
よ
う
な
韻
律
観
で
あ
っ
た。
当
時

0
9)
 

土
居
光
知
の
「
音
歩
説」
が
お
お
か
た
の
支

持を
得
て
い
た
（
そ
れ
は
い
ま

も
変わ
っ
て
い
な
い）。
た
と
え
「
音
歩
説」
や
土
居
光
知
に
触
れ
て
い
な

~
lo)

く
て
も、
新
掛と
し
て一
般
読
者
に
向
け
て
公
刊
さ
れ
た
見
解
を
含
め
て、

五
音
句・
七
音句
の
句
内
に一
個
の
長
音
を
お
い
て
い
る
点は
ど
の
説
も
共

通
し
て
い
た。
そ
れ
が
「

音歩
説」
の
主
張
す
ると
こ
ろ
で
あ
っ
た。

私は
「
定
型
詩
歌
は
ど
う
餃む
ぺ
きか」
と
問
い、
五
音句・
七
音
句は
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等
時
の
五
拍・
七
拍
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
が、
そ

れ
が
句
内
に
必
ず
二
音
分
の
長
音
を
お
く
と
い
う
「
音
歩
説」
と
対
立
す
る

の
は
必
然
で
あ
っ
た。

芭
蕉
句
「
古
池
や」
を
例
に
詳
細
は
端
折
っ
て
示
す
と、
「
古
池
や
蛙
飛

ぴ
込
む
水
の
音」
を
「
フ
ル
イ
ケ
ヤ
ー・
・
／
カ
ワ
ズ
ー
ト
ピ
コ
ム
／
ミ
ズ

ノ
ー
オ
ト・
・
」
と
読
ん
で
い
た
の
が
「
音
歩
説」
で
あ
り、
そ
れ
を
「
フ

ル
イ
ケ
ヤ・
・
・
／

：刀
ワ
ズ
ト
ピ
コ
ム
／
ミ
ズ
ノ
オ
ト
・

・
・
」
と
読
む

．
べ
き
で
あ
る、
と
主
張
し
た
の
が
私
の
「
等
時
音
律
説」
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
が、「
定
型
詩
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か」
と
問
う
私
の
行
き
方
は、

韻
律
論
の
基
本
を
は
ず
し
て
い
る
と
い
う
反
論
が
出
現
し
た。
そ
れ
は
坂
野

~
11)
 

信
彦
「
韻
律
論
の
基
本」
で
あ
り、
坂
野
は
「
A
氏
が
ご
く
自
然
に一
首
の

短
歌
作
品
を
読
む
と
き、
そ
こ
に
A
氏
自
身
の
美
意
識
や
言
語
習
恨
が
は
た

ら
い
て、
A
氏
に
ふ
さ
わ
し
い
読
み
方
が
決
ま
る。
作
品
の
読
み
方
を
最
終

的
に
決
め
る
も
の
は、
読
む
者
自
身
の
美
意
識
や
言
語
習
恨
な
の
で
あ
る。」

．
と
述
べ、
韻
律
は
読
む
者
の
側
に
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た。

〈
音
歩
説〉
の
適
用
例
の
多
く
（
す
べ
て
と
は
言
え
な
い）
は、
「
ど

う
読
ま
れ
て
い
る
か」
の
代
表
例
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も、
「
ど

う
読
む
べ
き
か」
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
（
略）
氏
に
よ
っ
て
「
音

歩
説
の
支
持
者」
と
呼
ば
れ
た
当
の
私
に
し
て
も、
「
か
は
づ
ー
と
ぴ

こ
む
み
づ
の
ー
お
と」
と
い
っ
た
読
み
方
の
み
を
支
持
し
た
り
は
し
な

い。
「
蛙
飛
ぴ
こ
む」
は、
「

：刀
ワ
ズ
ト
ビ
コ
ム」
と
読
む
人
も
い
る

し
「
カ
ワ
ズ・
ト
ビ
コ
ム」
と
読
む
人
も
い
る
し
「
カ
ワ
ズ
ー
ト
ビ
コ

初
五
音
の
「
や」
は
多
少
の
感
情
を
こ
め
て
引
き
の
ば
す
の
で
あ
ろ
う

が、
音
歩
に
拘
泥
し
て
七
音
句
と
等
長
に
し
よ
う
と
意
識
す
る
必
要
は

あ
る。 ム」

と
読
む
人
も
い
る。
晋
選
的
な
妥
当
性
を
も
つ
韻
律
論
は、
こ
う

し
た
事
実
を
事
実
と
し
て
ふ
ま
え
る
と
こ
ろ
か
ら
の
み、
う
ま
れ
て
く

る
だ
ろ
う。

韻
律
の
起
点
が
文
字
で
あ
る
な
ら
ば、
述
べ
た
よ
う
に
文
字
が
特
定
の
読

み
方
を
強
い
る
こ
と
は
な
い
か
ら
多
様
な
読
み
方
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
で

あ
る。
ま
た、
同
じ
理
由
で
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
を
是
と
し
他
を
非
と
す

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い。
結
局
こ
の
よ
う
な
韻
律
観
の
も
と
で
の
識
論

は、
多
様
な
読
み
方
か
ら
抽
出
し
た
最
大
公
約
数
的
な
読
み
方
を
提
示
し
て

お
茶
を
に
ご
す
し
か
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
韻
律
諭
と
い
い、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
た

読
み
方
の
代
表
例
を
詩
歌
の
韻
律
と
い
え
る
の
か
ど
う
か。
韻
律
論
は
詩
歌

の
朗
読
に
関
す
る
実
態
調
査
で
は
な
い。

私
の
提
示
し
た
「
等
時
音
律
説」
は
十
居
光
知
の
「
音
歩
説」
批
判
に
よ

っ
て
立
論
し
て
い
た
が、
当
の
土
居
光
知
は
そ
の
後、
「
最
近
の
「
文
学」

誌
上
で
俳
句
の
音
律
的
構
成
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら

B
u
-

れ
た」
と
他
人
ご
と
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で、
私
の
批
判
の
個
々
に
対
応
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た。
が、
俳
句
の
音
律
に
つ
い
て
先
の
芭
蕉
句
を
例
に
と

り、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と、
「
音
歩
説」
の
創
始
者

自
身
も
「
ど
う
読
む
べ
き
か」
を
強
く
規
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
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な
い
と
思
う。
「
み
づ
の
お
と
」

の
後
に
一

音
歩
の
休
止
時
問
を
お
い

て
「
か
は
づ
と
び
こ
む
」

と
等
長
に
し
よ
う
と
意
識
す
る
こ
と
も
不
必

要
で
あ
る。

か
か
る
短
詩
に
お
い
て
は、

時
計
で
計
る
時
間
は、

象
徴

的
な
情
岡
や
詩
的
気
分
な
ど
に
変
化
さ
せ
ら
れ
る。

こ
こ
に
み
え
る
「
象
徴
的
な
梢
調
や
詩
的
気
分」

は、

坂
野
の
言
う
「
読

む
者
の
美
意
識」

と
換
酋
で
き
る
だ
ろ
う。

こ
こ
に
も
読
者
主
義
的
な、

お

お
ら
か
で
主
観
的
な
韻
律
観
が
み
え
る。

前
出
の
「
音
数
律」

に
関
す
る
事

典
の
記
述
も、

決
し
て
事
典
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
執
節
者
の
暴
走
で
も、

た
ん
に
一

般
の
人
々
の
素
朴
な
実
惑
を
反
映
し
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

韻
律
に
つ
い
て
専
門
的
に
考
え
た
人
々
に
も
通
じ
る
現
在

の
韻
律
観
に
正
し
く
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り、

そ
の
意
味
で
は
非
常
に
適
切

な
記
述
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

述
ぺ
た
よ
う
に、

詩
歌
の
韻
律
と
い
う
も
の
が
文
字
と
そ
れ
を
読
む
者
と

の
間
に
の
み
あ
る
も
の
な
ら
ば、

特
定
の
リ
ズ
ム
形
式
を
規
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
ど
う
読
む
べ
き
か
」

と
問
う
こ
と
自
体
大
き
な

誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

し
か
し、

ほ
ん
と
う
に
韻
律
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

四
三
型
結
句
の
僅
少
が
意
味
す
る
こ
と

現
在
の
支
配
的
な
韻
律
観
で
は、

文
字
は
韻
律
の
原
因
で
あ
る
と
の
み
考

え
ら
れ
て
い
る
が、

文
字
は
ほ
ん
ら
い
音
声
の
代
替
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

文
字
は
韻
律
の
原
因
（
起
点）
で
あ
る
前
に
韻
律
の
結
果
（
終

A
 

B
 

点）

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

図
示
す
れ
ば、

次
の
よ
う
に
な
る
。

A
は
表
現
の
楊
に
お
け
る
韻
律
現
象

の
文
字
化
で
あ
り、

B
は
享
受
の
楊
に
お
け
る
文
字
の
音
声
化
に
伴
う
飢
律

現
象
で
あ
る。韻

律
現
象

文

字

韻
律
現
象

日
本
語
定
型
詩
歌
に
リ
ズ
ム
が
あ
る
な
ら、

す
な
わ
ち
韻
律
的
「
定
型」

と
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
な
ら、

そ
れ
は
A
の
表
現
の
場
に
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

詩
句
が
特
定
の
韻
律
形
式
と
結
合
し
て
表
出
さ
れ
る

と
き、

詩
歌
は
リ
ズ
ム
を
も
っ
と
い
え
る
し、

韻
律
論
は
そ
の
韻
律
形
式
を

確
定
し、

韻
律
形
式
が
発
現
す
る
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

詩
歌
が
特
定
の
韻
律
形
式
や
そ
の
機
能
や
効
果
と
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら

ば、

そ
れ
は
詩
歌
に
内
底
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら、

B
の
享
受
の
場
で
は
そ

の
韻
律
形
式
の
機
能
を
再
生
し、

そ
の
効
果
を
享
受
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
「
ど
う
読
む
べ
き
か
」

は
そ
こ
か
ら
来
る
必
然
の
問
い
で
あ
る。

そ
の

よ
う
な
韻
律
に
対
し
て、

読
者
は
文
字
を
受
け
取
る
場
合
と
同
様、

受
動
的

な
立
場
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

韻
律
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容
で
は
な
く、

詩

歌
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が、

述
ぺ
た
よ
う
に
文
字
は、

表
現
の
場
に
お
け
る
韻
律
現
象
を

生
じ
さ
せ
る
日
本
栢
額
律
諭
が
も
っ
と
も
欲
す
る
音
律
形
式
を
ほ
と
ん
ど
指
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第
五
句
に
A
は
三
％
し
か
な
い
が、
B
は
七
五
％
も
あ
る。
A
に
し
て
も

第
二
句
に
は
四
三
％、

第
四
句
に
は
五
七
％
あ
り、

第
五
句
だ
け
が
極
端
に

．
少
な
く
な
っ
て
い
る。
ま
た
C

は
散
文
に
お
い
て
も
出
現
率
の
低
い

語構
成

c

 

BIA 

第
二
句

43
%
 

53
%
 

4
%
 

第
四
句

57
%
 

36
%
 

7
%
 

第
五
句

3
%
 

75
%
 

22
%
 

示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
し
た
が
っ
て
そ
の
文
字
に
よ
っ
て
も
と
の
韻
律

現
象
を
推
測
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

゜

.
、
つ

だ
が、
文
字
以
前
に
存
在
し
た
韻
律
現
象
を
さ
ぐ
る
た
め
の
手
が
か
り
は

-
IJ-

あ
る。
た
と
え
ば、
句
の
位
骰
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
語
構
成
に
大
き
な
偏

り
が
あ
る
こ
と
な
ど
は、

文
字
の
背
後
に
特
定
の
韻
律
現
象
の
存
在
を
想
定

し
な
い
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う。

'

次
の
表
は
「
古
今
和
歌
集」

巻
第一
の
冒
頭
か
ら
字
余
り
を
含
ま
な
い

1
0
0
首
を
抜
き
出
し、

第
二
句•
第
四
句•
第
五
句
の
七
音
句
の
語
構
成

を
岡
べ
た
結
果
で
あ
る。
語
構
成
の
分
類
は、
お
お
ま
か
に
次
に
示
す
A
.

B
.

C
の
三
類
と
し
た。
（
分
類
の
意
圏
に
つ
い
て
は
後
述
す
る。）

A
:'99•
四
三、
二
ニ
三、
一一
五、
七
の
語
構
成
と
な
る
も
の。
B
ま
た

は
C
に
入
ら
な
い
も
の。

B
:·
…
三
四、
三
二
二
の
栢
構
成
と
な
る
も
の。

c
:'
…
五
二、
二
三
二
の
語
構
成
と
な
る
も
の。

で
あ
る
が、
少
な
い
な
が
ら
に
第
五
句
で
は
急
激
に
増
加
し
て
い
る。
こ
う

し
た
出
現
率
の
偏
り
は
王
朝
和
歌
に
は
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、

特
に
A
の一
っ
と
し
た
四
三
甜
結
句
の
僅
少
は、
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た

cn

も
の
で
あ
る。

た
ん
に
詩
想
を
表

現す
る
た
め
の
五
音・
七
音
の
言
薬
選
ぴ
な
ら
ば、
こ

う
し
た
偶
り
は
生
じ
な
い。
こ
の
よ
う
な
偏
り
を
生
む
な
ん
ら
か
の
領
律
的

な
力
が
表
現
の
場
に
慟
い
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い。

つ
ま
り
五
七
五
七
七
は、
た
ん
に
第一
句
か
ら
第
五
句
ま
で
意
味
的
に
股

開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
韻
律
的
に
も
第一
句
か
ら

第
二
句
へ
と、
そ
し
て
そ
の
流
れ
を
受
け
て
第
三
句
が
出

現す
る
と
い
う
よ

う
に
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る。

字
余
り
句
中
の
母
音
音
節
が
意
味
す
る
こ
と

古
代
和
歌
の

字余

り句
に
必
ず
母
音
音
節
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も、
文

字
以
前
に
存
在
し
た
朗
律
現
象
の
捉
頂
な
痕
跡
で
あ
る。

次
に
示
す
の
は、

『古
今
和
歌
集」

巻第一
の
巻
頭
の
一
首
で
あ
る
が、

音
数
構
成
は
六
七
五
七
八
で
第一
句
と
第
五
句
が
字
余
り
と
な
っ
て
い
る。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
字
余
り
句
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
う」・
「
い」
と
い
う
母

音音

蹄
が
含
ま
れ
て
い
る
（
脇
に
。
印
を
付
す）。

．

と
し
の
う
ち
に
／
は
る
は
き
に
け
り
／
ひ
と
と
せ
を
／
こ
ぞ
と
や
い
は

ん
／
こ
と
し
と
や
い
は
ん

こ
の
現
象
は
こ
の一
首
に
限
る
も
の
で
は
な
い。

古
代
和
歌
の

字余
り
句

四

- 56 -



に
は
母
音
音
節
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
初
め
て
気
づ
い
た
の
は
本
居
宜
長
で
あ

っ
た。
直
長
は
「
字
音
仮
字
用
格
j

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

歌
二
五
モ
ジ
七
モ
ジ
ノ
句
ヲ一
モ
ジ
余
シ
テ
六
モ
ジ
八
モ
ジ
ニ
ョ
ム
コ

レ

ナ
カ
う

卜
了
ル
是
必
中
二
右
ノ
あ
い
う
お
ノ
音
ノ
ア
ル
句
二
限
レ
ル
コ
ト
也

〔
え
ノ
音
ノ
例
ナ
キ
ハ
イ
カ
ナ
ル
理
ニ
カ
ア
ラ
ム
未
考〕

字
余
り
句
は
句
中
に
「
あ
い
う
お」
の
母
音
音
節
を
も
っ
と
い
う
こ
の
法

則
に
は
ほ
と
ん
ど
例
外
が
な
い
こ
と
が
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
確
か
め
ら

｀
れ
て
い
紐゚

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か。
「
母
音―
つ
の
音
節

（
略）
は、
古
代
国
語
に
於
て
は、
音
結
合
体
の
最
初
以
外
に
用
ゐ
ら
れ
な

(
16)
 

い
の
が
原
則
で
あ
る」
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
詩
句
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ

る
も
の
と
考
え
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う。
す
な
わ
ち、「
と
し
の
う
ち
に」

の
「
う
ち」
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る

母音
音
節
「
う」
は、
「
の」
と
い
う

音
節
が
前
に
来
る
と、
そ
れ
と一
体
化
し
て一
音
節
と
な
る
と
い
う
こ
と
に

な
る。
宮
士
谷
成
章
は、
は
や
く
『
北
辺
随
節」
で、
「
と
し
の
う
ち
に」

と
い
う
字
余
り
は
「
と
し
ぬ
ち
に」
と
な
る
と
解
し
て
い
る。

そ
う
す
る
と、
さ
き
に
あ
げ
た一
首
も、
音
数
構
成
は
六
七
五
七
八
で
な

く、
い
わ
ゆ
る
字
余
り
の
な
い
五
七
五
七
七
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る。
さ
ら
に、
古
代
和
歌
で
は
こ
の
法
則
に
ほ
ぼ
例
外
が
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
ぺ
て
が
五
七
五
七
七
で
出
来
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は、
こ
の
五
と
七
が
た
だ
に
五
音·
七
音
で
あ
る
の
で

「
等
時
音
徘
説」
と
し
て
私
が
提
示
し
た
韻
律
形
式
は、
五
音
句・
七
音

句
に
お
い
て
等
時
の
五
拍・
七
拍
が
音
楽
的
な
拍
子
運
動
を
展
開
さ
せ
て
い

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。
す
な
わ
ち、
五
音
句・
七
音
句
は、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
な一
音
が
八
分
音
符
と
な
る
よ
う
な
四
拍
子
的
な
小
節
構
造
を
前

提
と
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る。
各
句
は
は
じ
め
か
ら
二
音
（
拍）
ず

つ
が
ま
と
ま
っ
て
四
つ
の
拍
を
形
成
し、
さ
ら
に
そ
の
四
つ
の
拍
の
二
つ
ず

つ
が
ま
と
ま
っ
て
よ
り
大
き
な
二
つ
の
拍
を
形
成
す
る
と
い
う、
拡
屈
的
な

拍
音
の
群
化
作
用
が
存
在
す
る
と
み
た
の
で
あ
る。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
1.
3.
5.
7
を
付
し
た
奇
数
番
目
の
拍
で
あ
る。

二
音
ず
つ
が
ま
と
ま
っ
て
つ
く
る
四
つ
の
拍
の
始
点
と
な
る
か
ら
で
あ
る。

そ
の
う
ち
の
1.
5
は
さ
ら
に
大
き
な
二
拍
を
つ
く
る
た
め
に
よ
り
菰
要
な

拍
で
あ
る
と
い
え
る。

こ
う
し
て
諏
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
お
さ
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
四
拍
子
的
な
拍

0

0

 0
 
0
 

［

［

 

―

―

0

0

 0
 
0
 

［

［
 

―

―

 

2

3

4

5

6

7

8

五

韻
律
情
報
の
機
能
と
前
提
と
し
て
の
等
時
音
律

は
な
く、
掠
時
の
五
拍・
七
拍
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。

長
音
化
を
ゆ
る
さ
な
い
厳
し
い
韻
律
規
範
が
こ
の
表
現
の
場
に
存
在
し
た
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い。
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l

-

な

く

0
(
�
の
嗚
く）

A
の
「
吉
野
の
山
に
」

は
四
拍
子
的
拍
子
運
動
の
形
成
に
と
っ
て
貢
献
度

の
高
い
語
構
成
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら、

諾
頭
の
「
よ
」

と
「
ゃ」

が
全
体
を

c

 

B
 

A
 

よ
っ

ぐ

ひ

す

の

{

-

r

ノ

0

ゆ

き

は

ふ

り

つ

つ

（
雪
は
ふ
り
つ
、
）

r

ノ

(

-

よ

し

の

の

や

ま

に

0
(
吉
野
の
山
に）

子
遥
動
が
実
現
す
る
わ
け
で
あ
る。

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
る
と
は、

具
体
的
に
い
え
ば、

句
内
の
語
の
先
頭
を
奇
数
番
目
の
拍
の
上
に
お
く
と
い

う
こ
と
で
あ
る。

逆
に
い
え
ば、

偶
数
番
目
に
語
頭
が
き
た
場
合
は、

拍
子

迎
動
の
展
開
に
支
府
を
き
た
し、

乱
れ
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

た
だ
し、

五
音
句
の
五
音
は
1
か
ら
5
ま
で
の
拍
音
と
な
る
が、

七
音
句

の
場
合
は
1
か
ら
7
ま
で
の
拍
音
と
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

語
構
成
が

三
四
あ
る
い
は
三
二
二
と
な
る
（
前
掲
の
B
に
あ
た
る）

七
音
句
は
2
か
ら

8
の
拍
音
と
な
る
か
ら
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
闘
鮒
し
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ

か、

先
述
の
句
の
位
固
に
よ
る
語
構
成
の
異
な
り
は、

こ
の
「
等
時
音
律」

で
の
み
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る。

A
.

B
.

C
の
代
表
例
を
あ
げ
て、

そ
の
煎
層
的
な
拍
の
構
造
と
語
構
成

と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
韻
律
現
象
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ

、
つ。

結

び

二
分
す
る
拍
の
位
位
(
1
と
5)

に
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

A
は
連
続
性

を
発
現
す
る
語
構
成
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。

B
の
「
雪
は
ふ
り
つ
、
」

は
拍
子
巡
動
を
維
持
し
つ
つ
も、

曲
折
を
生
じ

さ
せ
て
い
る。

A
と
お
な
じ
く、
「
雪
は
」

と
「
ふ
り
つ
、
」

が
全
体
の
中

点
で
分
か
れ
て
い
る
が、
「
省」

の
語
頭
の
「
ゆ
」

が
第
二
拍
目
に
来
て
い

る
か
ら
で
あ
る。

句
の
位
囮
に
よ
っ
て
述
統
性
を
も
終
止
性
を
も
発
現
し
う

る
語
構
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

C
の
「
巫屈
の
嗚
く」

は
拍
子
運
動
を
乱
す
語
構
成
で
あ
る。
「
嗚
く」

の

甜
頭
の
「
な」

が
第
六
拍
目
に
あ
っ
て
全
体
を
二
分
す
る
拍
の
形
成
を
妨
げ

て
い
る
か
ら
で
あ
る。

C
は
終
止
性
を
発
現
す
る
栢
構
成
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る。な

ぜ
A
は
結
句
に
お
い
て
の
み
忌
避
さ
れ、

逆
に
C
が
結
句
に
多
く
迎
え

ら
れ
て
い
る
の
か
は、

こ
う
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

な

お、

句
の
語
構
成
と
辿
統
性
・

終
止
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は、

別
に
や
や

詳
し
く
論
じ
て
い
る。

8
本
語
定
型
詩
歌
の
領
律
が
み
え
な
い
の
は、

韻
律
そ
の
も
の
の
認
紐
に

誤
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る。

韻
律
は
読
者
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
作
者
の
発
語
に
お
い
て
出
現
し、
完
成
し
て
い
る。

詩
句
の
誕
生
は
つ
ね
に
そ
の
韻
律
的
な
姿
と
と
も
に
あ
る。

そ
れ
が
詩
歌
と

い
う
も
の
で
あ
り、

言
策
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
で
あ
る。
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．
韻
律
的
「
定
型」
と
は、
た
ん
な
る
五
音・
七
音
の
音
数
規
範
を
い
う
の

で
は
な
い。
そ
れ
は
重
陪
的
な
拍
の
辿
鎖
構
造
と
五
音・
七
音
の
等
時
拍
か

ら
な
る
韻
律
上
の
枠
組
み
を
さ
す。
こ
の
枠
組
み
と
選
ば
れ
た
語
構
成
の
も

つ
群
化
構
造
と
の
緊
張
関
係
か
ら
複
雑
で
多
様
な
韻
律
現
象
が
生
ま
れ
る
の

で
あ
る。

韻
律
的
「
定
型」
は、
俳
句・
短
歌
で
あ
れ
新
体
詩
で
あ
れ、
そ
の
五
音

句・
七
音
句
の
全
体
を
お
お
う
も
の
で
あ
る。
日
本
語
定
型
詩
歌
に
は
た
し

{
13)
 

．
か
に
リ
ズ
ム
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
c

注
(
1)
長
谷
川
泉・
高
橋
新
太
郎
椙
「
文
芸
用
語
の
基
礎
知
識
J

(
五
訂
増
補
版、

至
文
裳、
一
九
八
八
年）
「
定
型
律」
の
項。
新
田
博
衛
執
箪゚

(
2)
外
山
正一
・
矢
田
部
良
吉•
井
上
哲
次
郎

R初
体
詩
抄
初
絹」
(-
八
八
二

年）

(
3)
坪
内
雄
蔵
『
小
説
神
髄
j

（一
八
八
五
年）。

(
4)
（
2)
に
同
じ。

(
5)
山
田
美
妙
「
日
本
飢
文
論」
（「
国
民
之
友」、
一
八
九
0
年一
0
月
1

一
八
九一
年一
月）

(
6)
大
西
祝「
詩
歌
論一
斑」（「
日
本
評
論」
第一
九
号、一
八
九
0
年
ご
1

月）

(
7)
（
l)
に
同
じ。
た
だ
し、
「
音
数
律」
の
項。
錆
島
能
弘
執
依゚

(
8)
拙
稿「
等
時
音
律
説
試
論

�
型
待
歌
は
ど
う
読
む
べ
き
か

ー」（「
文

学」
第
四
六
巻
二
号、
一
九
七
八
年
二
月）

(
9)
土
居
光
知
「
文
学
序
説」
（
岩
波
書
店、
一
九
ニ―一
年）

(
10
)

別
宮
貞
徳
『
日
本
語
の
リ
ズ
ム

｀—ー
四
拍
子
文
化
論

ー
J

(
講
談
社、

一
九
七
七
年）

(
11)
坂
野
倍
彦
「
韻
律
詮
の
基
本

1
寺
柚
論
文
を
め
ぐ
っ
て

ー」
（「
文

学」
第
四
六
巻
七
号、
一
九
七
八
年
七
月）

(
12)
土
居
光
知
「
明
治
時
代
新
詩
の
詩
形」
（「
文
学」
第
四
六
巻
七
号、

一
九
七
八
年
七
月）

(
13)
多
く
は
い
わ
ゆ
る
文
節
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が、
「
駕
だ
に
も」

（
四
三）、
「
あ
ら
た
ま
り
け
る」
（
五
1

1)

の
よ
う
な
例
も
あ
り、
こ
こ

で
は
「
語
構
成」
と
呼
ん
で
お
く。

(
14)
京
藤
茂
吉
「
短
歌
に
於
け
る
四一一
函�
の
結
句」
（「
阿
罹
々
木」
第一
巻
二

号、
一
九
0
九
年一
月）

(
15)
佐
竹
昭
広
「
万
薬
兆
短
歌
字
余
考」
（「
文
学』
第
二
六
巻一二
号、

一
九
四
六
年
五
月）、
木
下
正
俊
雫
万
菜
集
の
語
法
と
閥
釈」
(

B

解
釈
と

鑑
貨
第一
四
巻
五
号、
一
九
六一
年
二
月）
な
ど。

(
16)
橋
本
辿
吉
「
国
語
の
音
節
構
造
と
母
音
の
特
性」
（『
国
語
と
国
文
学」
第

一
九
巻
二
号`
一
九
四
二
年
l一
月）

(
17)
拙
稿
「
七
音
句
の
調
ベ
ー
結
句
に
お
け
る
四一二
調
の
忌
避
を
め
ぐ
っ

て
—」(「
尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
紀
要」
第
三
号、
二
0
0
四
年
三
月）、

拙
稿
「
定
型
詩
歌
に
お
け
る
結
句
の
終
止
性
に
つ
い
て」
（「
尾
道
大
学
芸

術
文
化
学
部
紀
要j
第
四
号、
二
0
0
五
年
三
月）
参
照。

(
18)
拙
労
「
五
音
と
七
音
の
リ
ズ
ム

ー—等
時
音
律
説
試
論

ー」
（
南
窓
社、

二
0
0一
年一二
月）
参
照。
日
本
話
定
型
詩
歌
が
特
定
の
リ
ズ
ム
を
も
っ

こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
説
い
て
い
る。

（
て
ら
そ
ま

ま
さ
と

尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
教
授）
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