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◆ キーワード　仏教歌謡／御詠歌／和讃／音数律／拍節法

御
詠
歌
・
和
讃
の
ふ
し
と
詞
章
に
関
す
る
一
研
究

―
五
七
と
七
五
を
う
た
う
―

田 

村
　
菜 

々 

子

一　

は
じ
め
に

御
詠
歌
と
は
、
仏
教
的
な
詞
章
内
容
を
も
つ
短
歌
体
の
和
歌
で
あ
る
。
ま

た
今
様
の
祖
と
い
わ
れ
る
和
讃
は
、
や
は
り
仏
教
的
な
文
言
を
詠
み
こ
ん
だ

七
五
調
の
歌
謡
を
指
す（
１
）。

口
頭
で
節
を
伝
承
す
る
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
、
巡
礼

研
究
や
歌
謡
史
と
い
っ
た
分
野
か
ら
詞
章
の
蒐
集
・
歴
史
的
考
察
が
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
現
在
時
制
で
う
た
わ
れ
て
い
る
生
き
た
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど

語
ら
れ
て
い
な
い
―
―
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
語
る
べ
き
対
象
と
し
て
見

出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
全
国
的
に
う
た
わ
れ
て
い
な
が
ら
ふ
し
に
も
詞
章

に
も
地
域
的
特
徴
が
薄
く（
２
）、「

老
人
た
ち
が
葬
式
な
ど
で
唱
え
る
何
や
ら
暗

い
歌
」
と
い
う
ほ
ど
の
認
識
し
か
持
た
れ
て
い
な
い
ご
詠
歌
に
は
、し
か
し
、

確
か
な
共
通
構
造
が
あ
り
、
仕
組
み
が
あ
る
。

本
稿
は
、
う
た
わ
れ
る
ご
詠
歌
に
焦
点
を
あ
て
、
特
に
詞
章
の
音
数
と
ふ

し
の
関
係
か
ら
、歌
謡
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
の
歌
謡
は
確
か
に
口
頭
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
し
、
今
日
も
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
は

じ
め
と
す
る
口
頭
伝
承
の
仕
組
み
は
扱
わ
な
い
。
音
楽
や
詞
章
の
内
容
の
う

ち
に
口
承
性
を
見
出
そ
う
と
い
う
試
み
で
も
な
い
。
本
稿
の
問
い
は
次
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
口
承
さ
れ
る
ご
詠
歌
」
と
は
ど
の
よ
う
な
歌
謡
な
の
か
。

ど
う
う
た
え
ば
御
詠
歌
に
、
そ
し
て
和
讃
に
な
る
の
か
。

二　

概
説

西
国
や
秩
父
、
坂
東
、
四
国
な
ど
の
札
所
霊
場
寺
院
に
そ
れ
ぞ
れ
納
め
ら

れ
た
御
詠
歌
は
、
霊
場
を
め
ぐ
る
巡
礼
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
大

衆
が
盛
ん
に
巡
礼
を
お
こ
な
い
始
め
た
江
戸
期
に
は
、
御
詠
歌
の
詞
章
本
や

注
釈
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
お
り
、
随
筆
や
類
書
に
も
御
詠
歌
を
唱
え

る
巡
礼
者
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
菅
笠
日
記
』
で
は
、
西
国

三
十
三
所
霊
場
第
七
番
岡
寺
に
参
拝
し
た
本
居
宣
長
が
、
笈
摺
を
着
た
「
男

女
お
い
た
る
わ
か
き
数
も
し
ら
」
ぬ
巡
礼
者
の
「
う
た
ふ
る
」
こ
の
寺
の
御



117

詠
歌
を
聴
き
「
い
と
み
み
が
ま
し
」
と
こ
ぼ
し
（
３
）、

ま
た
巡
礼
マ
ニ
ュ
ア
ル
で

あ
る
『
西
国
巡
礼
細
見
大
全
』
に
は
、毎
夜
の
勤
め
と
し
て
観
音
経
や
念
仏
、

三
十
三
所
御
詠
歌
を
唱
え
よ
と
書
か
れ
て
い
る
（
４
）。

こ
の
よ
う
に
、
参
拝
し
た

寺
院
に
お
い
て
、
巡
礼
の
宿
に
お
い
て
、
ま
た
巡
礼
の
道
々
で
、
御
詠
歌
は

唱
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
巡
礼
の
旅
か
ら
離
れ
た
在
地
に
お
い
て
御
詠
歌
が

用
い
ら
れ
る
様
子
も
や
は
り
江
戸
中
期
以
降
の
文
献
に
散
見
さ
れ
る
（
５
）。

僧
侶

に
よ
っ
て
口
頭
伝
承
さ
れ
る
種
々
の
仏
教
音
楽
と
は
異
な
り
、
御
詠
歌
を
受

容
し
伝
承
し
た
の
は
在
俗
の
一
般
庶
民
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
や
は
り
在
家

仏
教
徒
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
御
詠
歌
で
あ
る
が
、
も
は
や
詠
唱
と
実
際
の

巡
礼
行
為
は
隔
絶
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
が
日
常
生
活
を
営
む
そ
の
地
が
詠

唱
活
動
の
主
た
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

現
行
の
ご
詠
歌
は
、
民
間
／
教
団
と
い
う
、
伝
承
母
体
に
よ
る
類
別
が

可
能
で
あ
る
が
（
６
）、

ど
ち
ら
も
「
講
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
伝
承
さ
れ
、
通
夜

や
年
忌
法
要
、
盆
、
仏
や
宗
祖
の
縁
日
な
ど
、
死
者
供
養
に
関
連
す
る
儀
礼

に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る
。
活
動
は
、
前
回
向
―
詠

唱
―
後
回
向
（
導
入
部
―
主
部
―
終
結
部
に
あ
た
る
）
と
い
う
三
段
構
成

を
基
本
と
し
て
い
る
。
主
部
に
あ
た
る
詠
唱
は
数
十
首
の
御
詠
歌
お
よ
び
和

讃
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
次
第
に
よ
っ
て
三
十
分
～
二
時
間
以
上
を
要

す
る
。
和
歌
山
県
垣
倉
の
民
間
信
仰
的
講
・
観
音
講
で
は
、
前
回
向
の
の
ち

西
国
三
十
三
所
霊
場
御
詠
歌
を
第
一
番
か
ら
第
三
十
三
番
ま
で
順
に
唱
え
あ

げ
、
番
外
霊
場
の
御
詠
歌
を
唱
え
て
後
回
向
、
と
い
う
次
第
で
活
動
が
お
こ

な
わ
れ
（
表
１
）、
真
言
宗
仁
和
寺
御
室
流
大
師
講
御
影
供
で
は
、
前
回
向

の
ち
仁
和
寺
弘
法
大
師
御
詠
歌
第
一
番
→
第
二
番
→
第
三
番
→
報
恩
謝
徳
の

御
詠
歌
→
西
国
三
十
三
所
札
打
和
讃
…
の
よ
う
な
次
第
で
進
め
ら
れ
る
。
一

首
の
御
詠
歌
詠
唱
は
、
導
師
の
唱
え
る
詠
題
―
詠
頭
（
頭
と
も
）
の
唱
え

る
唱
え
出
し
―
講
員
全
員
（
衆
）
で
唱
え
る
残
り
の
部
分
か
ら
成
る（
７
）。

表
１　

和
歌
山
垣
倉
観
音
講
詠
唱
活
動
次
第
（
８
）

節
と
詞
章
の
組
み
合
わ
せ

あ
る
団
体
で
伝
承
す
る
ご
詠
歌
の
唱
え
方
が
一
つ
以
上
あ
る
場
合
、
一
首

の
御
詠
歌
あ
る
い
は
一
つ
の
和
讃
と
同
期
す
る
音
の
連
な
り
全
体
は「
～
節
」

と
呼
ば
れ
る
（「
木
揚
」
や
「
オ
ト
シ
」
な
ど
、
語
尾
の
「
節
」
を
慣
習
的

に
省
略
す
る
場
合
も
あ
る
）。
本
稿
で
は
こ
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
『
節
』
と

漢
字
表
記
す
る
。
ま
た
、「
京
節
の
こ
の
ふ
し
回
し
が
難
し
い
」
の
よ
う
に
、

節
の
中
の
よ
り
小
さ
な
音
の
動
き
も
ま
た
「
ふ
し
」
と
呼
ん
で
い
る
（
以
下

か
な
表
記
で
『
ふ
し
』）。

西
国
三
十
三
所
を
は
じ
め
、
各
地
の
巡
礼
霊
場
の
御
詠
歌
を
詠
唱
す
る

終
結
部

主
部

導
入
部

三
念
三
返
→
送
仏
偈
→
十
念
→
廻
向
文

啓
白
文
→
十
念
→
廻
向
文
→
十
念
→
四
弘
誓
願
→
三
念
三
返
→

延
命
十
句
観
音
経
三
返
→
観
音
句
三
返
→
般
若
心
経
三
返
→

善
光
寺
第
三
番
の
御
詠
歌
→
高
野
山
の
御
詠
歌

西
国
三
十
三
所
霊
場
御
詠
歌
第
一
番
～
第
三
十
三
番
→

香コ
ウ
ゲ偈

→
三サ
ン
ポ
ウ宝

礼ラ
イ

→
四シ
ホ
ウ
ゼ
イ

奉
請
文モ
ン

→
懺ザ
ン
ゲ悔

文モ
ン

→
十
念
→
開
経
偈
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講
で
伝
承
さ
れ
る
御
詠
歌
は
、
節
と
詞
章
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
・
組
み
替

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
西
国
三
十
三
所
御
詠
歌
の
第
一
番
を

中な
か
わ
さ
ん

和
讃
と
い
う
名
の
節
で
ま
ず
唱
え
た
と
し
よ
う
。
そ
の
後
、西
国
第
二
番・

三
番
・
四
番
…
の
御
詠
歌
を
す
べ
て
中
和
讃
で
唱
え
る
こ
と
、
第
一
番
の
み

を
大
師
節
・
京
節
・
木
揚
…
な
ど
異
な
る
節
で
唱
え
る
こ
と
、
ど
ち
ら
も
可

能
な
の
で
あ
る
（
表
２
）。

表
２

２
―
Ａ　

節
固
定

２
―
Ｂ　

詞
章
固
定

２
―
Ｃ　

非
固
定

現
行
の
詠
歌
講
で
は
、
実
際
に
こ
の
表
２
―
Ａ
～
Ｃ
い
ず
れ
か
の
形
態
で

詠
唱
が
行
わ
れ
て
い
る
。
表
１
に
次
第
を
示
し
た
和
歌
山
垣
倉
観
音
講
は
、

伝
承
さ
れ
て
い
る
節
が
一
種
類
の
み
で
あ
る
た
め
、
表
２
―
Ａ
の
「
節
固
定
」

と
同
様
の
形
式
に
な
る
。
六
種
類
の
節
を
伝
承
し
て
い
る
京
都
市
中
京
区
の

壬
生
地
蔵
講
で
は
、
表
２
―
Ｃ
の
よ
う
に
次
第
の
途
中
で
節
を
替
え
、
仁
和

寺
大
師
講
御
室
流
で
は
御
影
供
の
際
に
は
表
２
―
Ｃ
、
講
習
会
の
際
に
は
表

２
―
Ｂ
の
形
態
を
そ
れ
ぞ
れ
と
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
御
詠
歌
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
組
み
合
わ
せ

が
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
仮
に
西
国
三
十
三
所
の
第
何
番
か
を
う

た
っ
て
く
れ
る
よ
う
詠
唱
者
に
頼
む
と
、
開
口
一
番
、
何
節
で
う
た
え
ば
よ

い
の
か
と
問
い
返
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
で
慣
習
的
に
高
い
頻
度
で
用
い

ら
れ
る
組
み
合
わ
せ
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
い
か
な
る
も
の
も
、
い
わ
ゆ
る

「
本
歌
」
で
は
な
い
の
だ
。
御
詠
歌
の
節
と
詞
章
は
、
器
と
料
理
の
よ
う
に
、

各
々
が
独
立
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
（
９
）。

こ
の
特
徴
の
た
め
、
詠
唱
活
動
で
用

い
ら
れ
る
詞
章
本
に
は
原
則
的
に
音
に
関
す
る
情
報
は
書
か
れ
て
い
な
い）
（（
（

。

詠
唱
者
ら
は
詠
頭
の
唱
え
出
し
部
分
を
聴
い
て
初
め
て
、
そ
の
御
詠
歌
を
何

節
で
詠
唱
す
る
の
か
を
知
る
。

御
詠
歌
を
う
た
う
と
い
う
活
動
の
内
容
が
、
巡
礼
歌
を
一
番
ず
つ
唱
え
て

い
く
と
い
う
執
行
秩
序
を
も
っ
た
「
勤
行
」
的
な
も
の
で
あ
れ
、
繰
り
返
し

節
の
練
習
を
す
る
「
お
稽
古
」
的
な
も
の
で
あ
れ
、
御
詠
歌
の
節
に
は
い
か

な
る
御
詠
歌
の
詞
章
を
も
当
て
嵌
め
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
詞
章
は
ど
の
節

に
よ
っ
て
も
う
た
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
各
々
の
独
立
性
は
共
通
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
御
詠
歌
に
限
ら
ず
、
原
理
的
に
は
、
詞
章
形
式
が
一
致
し

節
名

詞
章

中
和
讃

西
国
三
十
三
所
御
詠
歌
第
一
番

中
和
讃

第
二
番

中
和
讃

第
三
番

中
和
讃

第
四
番

節
名

詞
章

大
師
節

西
国
三
十
三
所
御
詠
歌
第
一
番

京
節

第
一
番

木
揚

第
一
番

遍
照
節

第
一
番

節
名

詞
章

平
節

西
国
三
十
三
所
御
詠
歌
第
一
番

平
節

第
二
番

道
行
和
讃

第
三
番

オ
ト
シ

第
四
番
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さ
え
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
歌
で
も
「
替
え
歌
」
し
う
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
謡
の
一
部
分
に
御
詠
歌
の
詞
章
を
勝
手
に
入
れ
込
む
こ
と
は
可
能
で

あ
る
し
、《
こ
い
の
ぼ
り
》
の
詞
章
を
《
蛍
の
光
》
の
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
て

歌
う
こ
と
も
で
き
る
（
多
少
の
音
数
差
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
は
口
ず
さ

ん
で
み
れ
ば
わ
か
る
）。
た
だ
し
、「
で
き
る
」
が
、「
し
な
い
」。
問
題
と
な

る
の
は
可
能
不
可
能
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
す
る
」
こ
と
が
先
験
的
か
つ
必

然
的
な
、
御
詠
歌
と
い
う
歌
謡
の
詠
唱
実
態
な
の
で
あ
る
。
和
讃
に
お
い
て

も
同
様
に
、
こ
の
よ
う
な
詞
章
と
節
の
組
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三　

ご
詠
歌
の
拍
節
法

本
項
以
降
で
、
う
た
わ
れ
る
歌
謡
と
し
て
の
ご
詠
歌
の
特
徴
に
迫
っ
て
い

き
た
い
。
そ
の
音
楽
面
に
触
れ
た
資
料
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
で

あ
る
伴
信
友
の
述
べ
た
「
そ
も
今
も
田
舎
に
て
は
、
か
の
い
は
ゆ
る
御
詠
歌

を
酒
も
り
に
う
た
げ
手
拍
子
な
ど
し
て
う
た
ひ
、
あ
る
い
は
臼
歌
な
ど
に
詠

ふ
處
々
、そ
こ
こ
ゝ
に
多
し
）
（（
（

」
や
、伴
蒿
蹊
の
「
順
禮
歌
を
諷
ひ
て
（
御
陵
を
）

築
き
し
ほ
ど
に
、拍
子
よ
か
り
し
と
（
人
夫
が
語
っ
た）
（（
（

。）」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

仕
事
歌
と
し
て
御
詠
歌
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら

は
、
調
子
を
取
り
や
す
く
拍
節
的
な
、
小
泉
文
夫
の
い
う
八
木
節
様
式
の
ご

と
き
歌
が
想
像
さ
れ
る
。
彼
ら
の
聴
い
た
も
の
が
今
日
の
詠
唱
と
同
じ
も
の

で
あ
る
と
い
う
証
左
は
な
い
。
た
だ
今
日
伝
承
さ
れ
て
い
る
ご
詠
歌
に
は
、

あ
る
明
確
な
拍
節
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ふ
し
と
詞
章
の
関
係

を
分
析
す
る
前
段
階
と
し
て
、
現
行
の
ご
詠
歌
の
拍
節
法
を
明
ら
か
に
す
る
。

読
む
拍
・
う
た
う
拍

　
「
う
た
わ
な
い
歌
」
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
表
現
で
指
し
示
さ
れ
る

も
の
を
、
私
た
ち
は
ご
く
ス
ム
ー
ズ
に
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
万
葉

集
以
降
、
日
本
人
は
和
歌
を
、
う
た
わ
れ
な
い
歌
―
―
文
芸
と
し
て
発
展

さ
せ
て
き
た
。
国
語
の
授
業
で
短
歌
や
詩
を
、
ふ
し
を
つ
け
て
「
う
た
う
」

こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
合
成
音
声
の
よ
う
な
棒
読
み
を

し
て
い
る
わ
け
で
も
、
日
常
会
話
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

そ
こ
に
は
特
有
の
抑
揚
が
あ
り
、
リ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
。
中
で
も
定

型
的
な
詞
章
形
式
を
も
つ
も
の
の
音
読
に
お
い
て
は
、
顕
著
な
特
徴
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

御
詠
歌
と
和
讃
と
い
う
、
詞
章
内
容
・
唱
え
ら
れ
る
場
・
担
い
手
な
ど
多

く
の
共
通
点
を
も
つ
こ
の
二
つ
の
歌
謡
は
、前
者
が
五
七
五
七
七
の
短
歌
体
、

後
者
が
七
五
調
と
い
う
、
詞
章
形
式
の
差
異
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
。
七
文

字
と
五
文
字
を
複
数
回
連
ね
て
形
作
ら
れ
た
和
讃
、
お
よ
び
三
十
一
文
字
か

ら
な
る
御
詠
歌
の
詞
章
を
「
韻
文
を
読
む
」
と
い
う
意
識
の
も
と
に
読
む
と
、

典
型
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
和
讃
（
音
読
）
モ
デ
ル
）
（（
（

】

１
　

２
　

３
　

４
　

５
　

６
　

７
　

８
　

こ
れ
は
―
こ
の
よ
の
こ
と
な
ら
ず
―
―
―

し
で
の
―
や
ま
じ
の
す
そ
の
―
な
る
―
―
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【
御
詠
歌
（
音
読
）
モ
デ
ル
】

１
　

２
　

３
　

４
　

５
　

６
　

７
　

８
　

ふ
だ
ら
く
や
―
―
―
き
し
う
つ
な
み
は
―

日
本
語
は
、
二
音
一
拍
を
基
本
と
す
る
、
意
味
内
容
や
文
法
に
影
響
さ
れ
な

い
音
声
上
の
分
節
を
も
つ
。
こ
の
ま
と
ま
り
を
「
音
歩
」
と
い
う）
（（
（

。
ま
ず
和

讃
を
韻
文
と
し
て
読
む
と
、基
本
的
に
は
上
の
よ
う
に
「
こ
れ
は
こ
の
よ
の
」

七
文
字
と
「
こ
と
な
ら
ず
」
五
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
四
拍
の
う
ち
に
配
分
さ
れ
、

八
拍
を
大
枠
と
す
る
周
期
的
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。
特
に
、
韻
律
を
意
識

せ
ず
に
棒
読
み
を
す
る
な
ら
ば
あ
ら
わ
れ
な
い
八
拍
目
の
休
止
（
音
引
き
を

含
む
）
は
、
前
半
の
七
文
字
が
作
り
出
し
た
四
つ
分
の
打
拍
が
基
本
の
拍
子

（
周
期
）
と
な
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。

一
方
の
御
詠
歌
も
、
和
讃
と
同
じ
く
休
符
を
挟
み
な
が
ら
四
拍
子
を
き
ざ

む
。
た
だ
し
初
句
に
対
応
す
る
四
拍
の
う
ち
、和
讃
で
は
〇・五
拍
分
で
あ
っ

た
休
止
が
一・
五
拍
分
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
二
音
一
拍

と
い
う
音
歩
の
規
則
に
従
う
な
ら
ば
、
第
二
句
冒
頭
「
き
」
が
配
分
さ
れ
る

べ
き
四
拍
め
に
休
止
を
置
く
こ
と
で
、
和
讃
七
文
字
、
御
詠
歌
五
文
字
と
い

う
音
数
の
差
異
が
拍
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
基
本
の
四
拍
子
が
形
成
さ

れ
る
。
御
詠
歌
音
読
モ
デ
ル
四
拍
め
の
休
止
は
、
あ
ら
か
じ
め
四
拍
子
が
想

定
さ
れ
て
初
め
て
確
保
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
音
数
を
リ
ズ

ム
こ
そ
、「
韻
文
を
読
む
」
こ
と
に
特
有
の
リ
ズ
ム
な
の
だ
。

で
は
次
に
、
そ
の
詞
章
が
「
う
た
」
と
し
て
表
出
さ
れ
た
場
合
の
モ
デ
ル

を
検
討
し
よ
う
。

【
和
讃
（
う
た
）
モ
デ
ル
１
】

１
　

２
　

３
　

４
　

５
　

６
　

７
　

８
　

こ
―
れ
は
　

こ
の
よ
の　

こ
と
な
ら
ず
―
―
―

　

し
で
の
　

や
ま
じ
の　

す
そ
の
な
る
―
―
―

音
読
モ
デ
ル
と
の
差
異
と
し
て
休
止
の
位
置
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。「
こ
れ
は
こ

の
よ
の
」「
し
で
の
や
ま
じ
の
」
で
は
二
拍
目
後
半
の
半
拍
休
止
が
そ
れ
ぞ
れ

一
拍
目
後
半
、
一
拍
目
前
半
に
移
動
し
て
お
り
、「
こ
と
な
ら
ず
」「
す
そ
の

な
る
」
で
は
休
止
は
語
尾
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
拍
の
頭
と
字
句
の

頭
が
ず
れ
る
弱
起
の
多
さ
も
指
摘
で
き
る
。
読
ま
れ
る
場
合
の
均
等
な
文
字

配
置
の
法
則
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
る
文
字
同
士
の
間
隔
の
い
び
つ
さ
か
ら
、

配
分
密
度
に
濃
淡
が
生
ま
れ
て
い
る
。
う
た
モ
デ
ル
を
声
に
出
し
て
読
ん
で

み
れ
ば
、
音
読
モ
デ
ル
を
読
む
際
に
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

な
強
制
的
な
力
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
和
讃
は
、
読
む
場
合
と
う
た
う
場
合
で
文
字
の
当
て
は

め
方
が
異
な
る
の
だ
が
、
形
成
さ
れ
る
拍
節
は
共
通
し
て
八
拍
周
期
で
あ
る
。

で
は
、
御
詠
歌
が
う
た
わ
れ
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

【
御
詠
歌
（
う
た
）
モ
デ
ル
１
】

１　

２　

３　

４　

５　

６　

７　

８　

９　

ふ
―
だ
―
ら
―
く
―
や
―
き
―
し
―
う
―
つ
―
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右
の
よ
う
に
、
日
本
語
に
内
在
す
る
リ
ズ
ム
を
完
全
に
無
視
し
、
等
間
隔

に
歌
詞
を
当
て
は
め
て
御
詠
歌
は
う
た
わ
れ
る
。
四
拍
の
う
ち
に
五
文
字

な
い
し
七
文
字
を
配
分
し
て
い
た
音
読
モ
デ
ル
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ

る
。
音
歩
の
ま
と
ま
り
も
崩
さ
れ
、
五
文
字
を
う
た
う
の
に
五
拍
、
七
文

字
に
七
拍
を
要
し
て
い
る
。
拍
の
存
在
自
体
は
明
確
で
あ
る
が
、
周
期
性

が
な
い
た
め
和
讃
の
よ
う
な
拍
節
の
枠
が
見
出
さ
れ
な
い
。

ま
と
め
よ
う
。「
韻
文
を
読
む
」
と
い
う
意
識
の
も
と
で
の
音
読
で
は
、

和
讃
・
御
詠
歌
と
も
に
、
八
拍
と
い
う
固
定
の
枠
内
に
十
二
文
字
が
配
分
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
配
分
の
法
則
は
異
な
る
も
の
の
、
う
た
わ
れ
る
和
讃
も

十
二
文
字
八
拍
の
枠
を
基
本
と
し
て
い
る
。
一
方
、う
た
わ
れ
る
御
詠
歌
は
、

音
読
お
よ
び
和
讃
の
詠
唱
に
み
ら
れ
た
拍
節
構
造
を
持
た
ず
、
音
数
の
差
が

そ
の
ま
ま
拍
数
の
差
に
つ
な
が
る
。
五
文
字
と
七
文
字
な
ら
ば
、
時
間
比
も

五
対
七
を
示
す
の
だ
。
詞
章
の
モ
ー
ラ
数
と
拍
数
は
相
似
形
を
な
す
の
で
あ

る
。
ユ
リ
な
ど
装
飾
的
な
こ
ぶ
し
を
多
用
し
た
詠
唱
に
お
い
て
は
、
一
文
字

に
対
す
る
拍
数
は
モ
デ
ル
の
よ
う
に
一
定
で
は
な
い
も
の
の
、
読
ま
れ
る
詞

章
と
う
た
わ
れ
る
詞
章
間
に
あ
る
リ
ズ
ム
の
落
差
は
大
き
い
。
う
た
わ
れ
た

御
詠
歌
を
聴
い
て
も
、
詞
章
を
正
確
に
聞
き
取
り
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
な
ど
と
い
う
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
れ
が
韻
文
で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
す
ら

甚
だ
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。
兼
常
清
佐
は
、
う
た
わ
れ
て
も
な
お
話
し
言
葉

や
朗
読
す
る
場
合
と
ほ
ぼ
同
程
度
に
内
容
を
聞
き
取
れ
る
も
の
と
そ
う
で
は

な
い
も
の
を
分
類
し
、
後
者
―
―
綴
り
（
シ
ラ
ブ
ル
）
同
士
の
関
係
が
不

明
瞭
で
あ
る
歌
の
一
例
と
し
て
御
詠
歌
を
取
り
あ
げ
て
い
る）
（（
（

。
全
て
の
節
に

あ
て
は
ま
る
条
件
で
は
な
い
も
の
の）
（（
（

、
内
容
の
伝
達
が
第
一
義
的
で
あ
る
教

化
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
す
る
仏
教
歌
謡
に
お
い
て
、
第
三
者
に
よ
る
詞
章
の

認
識
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
御
詠
歌
の
特
異
性
が
図
ら
ず
も
示
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

四　

詞
章
と
ふ
し
の
関
係
―
ひ
な
型
の
存
在

こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
拍
節
法
を
下
地
と
し
て
、
ご
詠
歌
が
実
際

に
う
た
わ
れ
る
際
の
詞
章
と
ふ
し
の
関
係
に
つ
い
て
、
特
に
西
国
三
十
三
所

霊
場
御
詠
歌
を
例
に
や
や
細
か
く
み
て
い
き
た
い
。

一
で
触
れ
た
詠
唱
活
動
の
形
態
お
よ
び
詞
章
と
節
の
独
立
性
は
、
ご
詠
歌

と
い
う
歌
謡
に
肉
薄
す
る
た
め
の
大
き
な
足
が
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
和
歌

山
垣
倉
観
音
講
で
は
同
じ
節
で
詞
章
の
み
を
次
々
替
え
て
い
く
「
節
固
定
」

の
形
態
を
と
る
が
、
で
は
そ
の
と
き
、
一
音
た
り
と
も
た
が
わ
ぬ
ふ
し
回
し

で
全
て
の
御
詠
歌
は
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
答
え
は
否
で
あ
る
。

例
え
ば
、
西
国
三
十
三
所
霊
場
第
三
番
の
段
階
で
、
す
で
に
第
一
番
・
第
二

番
と
の
ふ
し
の
異
同
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
違
い
を
、
詠
唱
者

は
「
三み

文も
じ字
と
四よ

文も

字じ

の
違
い
だ
」
と
表
現
す
る
。

七
文
字
を
分
節
す
る

西
国
三
十
三
所
第
一
番

ふ
だ
ら
く
や　

き
し
う
つ
／
な
み
は　

み
く
ま
の
の

�

な
ち
の
／
お
や
ま
に　

ひ
び
く
／
た
き
つ
せ

同
第
二
十
二
番
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お
し
な
べ
て　

お
い
も
／
わ
か
き
も　

そ
う
じ
じ
の　

�

ほ
と
け
の
／
ち
か
い　

た
の
ま
ぬ
は
／
な
し

語
句
の
ま
と
ま
り
（
単
語
＋
助
詞
・
語
尾
変
化
）
に
即
し
た
分
節
の
斜
線

を
加
え
て
い
る
。
こ
の
二
首
を
和
歌
山
垣
倉
観
音
講
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
節

で
唱
え
る
場
合
を
例
に
、「
三
文
字
と
四
文
字
の
違
い
」
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。
一
番
の
詠
唱
を
譜
例
ａ
、
二
十
二
番
を
譜
例
ｂ
に
し
め
す
。

ふ
し
の
異
同
は
第
二
句
の
七
文
字
と
第
四
句
の
七
文
字
、
こ
の
二
箇
所
に

み
ら
れ
る
。
第
一
番
第
二
句
目
「
き
し
う
つ
／
な
み
は
」
は
四
＋
三
文
字
、

二
十
二
番
第
二
句
目
「
お
い
も
／
わ
か
き
も
」
は
三
＋
四
文
字
と
、
七
文
字

を
分
節
す
る
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
。
後
半
第
四
句
目
も
同
様
で
、
一
番
は

「
な
ち
の
／
お
や
ま
に
」
三
＋
四
文
字
、
二
十
二
番
「
ほ
と
け
の
／
ち
か
い
」

四
＋
三
文
字
で
あ
る
。
譜
例
ａ
、
ｂ
か
ら
、
こ
の
音
節
の
ま
と
ま
り
に
よ
る

分
節
に
合
致
す
る
か
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ふ
し
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
第
二
句
を
み
る
と
、
七
文
字
の
分
節
前
半
（
第
一
番
で
は
「
き
し
う

つ
」、
第
二
十
二
番
で
は
「
お
い
も
」）
に
対
応
す
る
ふ
し
に
つ
い
て
、
第
一

番
三
文
字
め
（
き
し
「
う
」
つ
）
に
あ
た
る
一
小
節
分
が
、
二
十
二
番
に
は

欠
け
て
い
る
。
同
様
に
後
半
部
分
（
第
一
番
「
な
み
は
」、第
二
十
二
番
「
わ

か
き
も
」）
で
は
、
第
二
十
二
番
の
三
文
字
め
（
わ
か
「
き
」
も
）
の
ふ
し

が
第
一
番
に
は
な
い
。
御
詠
歌
の
基
本
的
な
拍
節
法
の
と
お
り
、
三
文
字
か

四
文
字
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
文
字
に
対
応
す
る
一
小
節
分
の
ふ
し
が

増
減
し
て
い
る
の
で
あ
る
。周
期
的
な
拍
節
の
枠
を
持
た
な
い
御
詠
歌
で
は
、

「
き
ー
し
ー
う
ー
つ
ー
」
の
四
打
拍
に
「
お
ー
い
ー
ー
ー
も
ー
」
と
当
て
嵌

め
る
と
い
う
一
般
的
な
詞
章
配
分
操
作
は
行
わ
れ
ず
、
一
文
字
ｎ
拍
の
規
則

に
し
た
が
う
た
め
、
ふ
し
の
変
化
は
不
可
避
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
仮
に
、

第
一
番
第
二
句
の
ふ
し
に
第
二
十
二
番
第
二
句
七
文
字
を
代
入
し
て
み
よ
う

（
譜
例
ｃ
）。
全
体
の
音
数
が
七
と
共
通
で
あ
る
た
め
、
詞
章
は
過
不
足
な
く

配
分
さ
れ
て
お
り
、
う
た
う
こ
と
自
体
は
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
れ
は
歌
詞

配
分
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
両
者
の
差
が
現
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
同
義
で

あ
る
。
し
か
し
、
音
節
の
ま
と
ま
り
と
ふ
し
の
フ
レ
ー
ズ
が
す
れ
て
「
お
い

も
わ
／
か
き
も
」
と
い
う
不
自
然
な
分
断
が
お
こ
り
、
意
味
が
ま
っ
た
く
通

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

御
詠
歌
は
音
読
モ
デ
ル
と
う
た
モ
デ
ル
が
甚
だ
し
く
乖
離
し
て
い
た
。
文

字
を
ほ
ぼ
等
拍
ず
つ
ひ
き
の
ば
し
て
う
た
う
と
い
う
特
徴
の
た
め
に
、
モ
デ

ル
か
ら
は
日
本
語
と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
ま
っ
た
く
見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

だ
が
実
際
の
詠
唱
で
は
、
一
聴
し
て
詞
章
の
意
味
内
容
を
認
識
し
が
た
い
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
詠
唱
者
は
ふ
し
の
フ
レ
ー
ズ
と

同
期
す
る
詞
章
の
ま
と
ま
り
を
確
か
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詠
唱
者

ら
は
「
三
文
字
と
四
文
字
の
違
い
」
を
無
視
し
て
う
た
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
＋
四
の
詞
章
を
四
＋
三
の
ふ
し
で
う
た
い
か
け
て
し
ま
っ
た
と
き
、
三
文

字
め
で
気
付
き
そ
の
ま
ま
詠
唱
を
や
め
て
し
ま
う
。単
語
の
初
め
の
文
字（
こ

の
場
合
は
四
文
字
め
）
を
フ
レ
ー
ズ
の
語
尾
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
強
烈
な

違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
句
・
第
四
句
に
お
け
る
詞
章
の
分
節
に

即
し
た
ふ
し
の
変
化
は
、
そ
の
分
節
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
四
通
り
に
な

る
）
（（
（

。
表
２
―
Ａ
の
よ
う
に
、
あ
る
一
つ
の
節
で
何
首
も
の
御
詠
歌
を
唱
え

る
場
合
、「
節
」
の
レ
ベ
ル
で
は
確
か
に
一
種
類
だ
が
、
そ
の
実
、
四
通
り
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の
「
ふ
し
」
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
七
文
字
部
分
の
意
味
分
節
は
当
然
二
種
類
の
み
で
は
な
い
。
西
国

三
十
三
所
御
詠
歌
の
う
ち
に
も
、
四
＋
三
、三
＋
四
以
外
の
分
節
が
よ
り
ふ

さ
わ
し
い
も
の
が
数
首
あ
る
。
た
と
え
ば
第
十
八
番
「
わ
が
お
も
う
／
こ
こ

ろ
の
う
ち
は
／
む
つ
の
か
ど
／
た
だ
ま
ろ
か
れ
と
／
い
の
る
な
り
け
り
」
の

第
四
句
は
、
四
＋
三
「
た
だ
ま
ろ
／
か
れ
と
」
に
せ
よ
三
＋
四
「
た
だ
ま
／

ろ
か
れ
と
」
に
せ
よ
、意
味
の
ま
と
ま
り
を
切
断
し
て
し
ま
う
。
二
＋
五
「
た

だ
／
ま
ろ
か
れ
と
」
と
い
う
分
節
が
日
本
語
と
し
て
自
然
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
御
詠
歌
は
、
詞
章
が
要
求
す
る
意
味
分
節
と
は

異
な
る
四
＋
三
分
節
の
ふ
し
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
複
数
の
事

例
か
ら
確
認
で
き
た）
（（
（

。
譜
例
ｄ
は
壬
生
地
蔵
講
の
ふ
し
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ

の
講
の
詠
唱
で
は
、
決
ま
っ
た
箇
所
に
確
か
な
音
高
と
長
さ
を
も
っ
た
接
頭

字
「
ア
ー
」
が
差
し
挟
ま
れ
る
の
だ
が
、
第
二
句
・
第
四
句
の
七
文
字
を
分

節
し
た
そ
の
間
も
該
当
箇
所
で
あ
る
（
四
＋
三
な
ら
ば
○
○
○
○
ア
ア
○
○

○
と
な
る
）。
そ
の
た
め
譜
例
ｄ
の
場
合
「
た
だ
ま
ろ
ア
ア
か
れ
と
」
の
よ

う
に
、
一
層
の
断
絶
感
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
韻
律
に
基
づ
く
分
節
と
し
て

は
何
ら
問
題
の
な
い
「
た
だ
／
ま
ろ
／
か
れ
／
と
」
で
あ
る
が
、
詠
唱
者
が

そ
れ
と
認
識
し
予
期
す
る
分
節
（
意
味
分
節
）
が
ふ
し
の
フ
レ
ー
ズ
に
合
致

し
な
い
た
め
、
唱
え
る
際
の
戸
惑
い
は
拭
い
難
い
）
（（
（

。

さ
て
、
御
詠
歌
の
詞
章
は
、
驚
く
ほ
ど
の
忠
実
さ
で
モ
ー
ラ
数
が
守
ら

れ
て
い
る
。
西
国
三
十
三
所
御
詠
歌
に
破
調
の
御
詠
歌
は
一
首
も
な
い
。
ま

た
詞
章
本
『
改
訂
増
補
諸
国
霊
場
御
詠
歌
萬
題　

全
』
記
載
の
御
詠
歌
、
計

五
百
八
十
三
首
の
う
ち
、
字
余
り
や
字
足
ら
ず
の
も
の
は
わ
ず
か
十
五
首
に

満
た
な
い
。
数
少
な
い
な
が
ら
非
常
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
こ
れ

ら
の
御
詠
歌
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

ま
ず
善
光
寺
阿
弥
陀
如
来
御
詠
歌
「
こ
こ
ろ
は
／
し
な
の
の
」
の
よ
う
に

第
二
句
が
八
文
字
四
＋
四
の
場
合
、
考
え
ら
れ
る
処
理
と
し
て
は　

①
ふ
し

を
調
節
：
四
＋
三
前
半
の
ふ
し
と
三
＋
四
後
半
の
ふ
し
を
組
み
合
わ
せ
る　

②
詞
章
を
調
節
：
四
＋
三
の
ふ
し
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
後
半
部
分
で
歌
詞

の
配
分
を
調
節
す
る　

の
二
種
類
が
あ
る
。
実
際
の
詠
唱
で
は
①
は
ま
ず
選

択
さ
れ
ず
、「
こ
ー
ー
ー
こ
ー
ー
ー
ろ
ー
ー
ー
は
ー
ー
ー
し
ー
ー
ー
な
ー
ー
ー

の
ー
ー
□の
」
の
よ
う
に
、
本
来
は
文
字
の
当
た
ら
な
い
場
所
に
最
後
の
一
字

を
押
し
込
む
よ
う
に
唱
え
る
。
四
＋
三
と
三
＋
四
の
ふ
し
を
切
り
離
し
て
前

半
と
後
半
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
詞
章
と
拍
の
対
応
関
係
も
フ
レ
ー
ズ
も
守

ら
れ
た
自
然
な
詠
唱
に
な
る
が
、そ
の
選
択
肢
は
念
頭
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。

同
様
に
「
ね
ん
ぶ
つ
の
／
こ
え
を
」
と
い
う
八
文
字
五
＋
三
分
節
の
場
合
に

は
、
四
＋
三
の
ふ
し
を
用
い
て
前
半
に
五
文
字
を
配
分
す
る
。
ど
ち
ら
の
分

節
に
せ
よ
、
第
二
句
、
第
四
句
に
お
け
る
字
余
り
は
、
詞
章
の
配
分
調
節
に

よ
っ
て
す
く
い
取
ら
れ
る
。
ま
た
六
文
字
で
字
足
ら
ず
の
場
合
（
谷
汲
山
華

厳
寺
・「
め
に
／
み
な
が
ら
」
一
首
の
み
）
に
は
、
四
＋
三
の
ふ
し
を
用
い
、

後
半
の
足
り
な
い
一
音
分
を
「
め
に
み
な
／
が
ー
ら
」
の
よ
う
に
音
引
き
で

補
う
。
や
は
り
三
＋
三
の
ふ
し
は
選
択
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

破
調
は
、
ふ
し
で
は
な
く
詞
章
の
調
節
で
全
て
が
ま
か
な
わ
れ
る
。
と
い
う

よ
り
も
、
も
と
よ
り
初
句
、
第
三
句
、
結
句
に
関
し
て
は
、
用
い
る
こ
と
の
で

き
る
「
ふ
し
カ
ー
ド
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
き
り
で
あ
る
し
、
第
二
句
・
第
四
句

に
し
て
も
カ
ー
ド
は
四
＋
三
と
三
＋
四
の
二
枚
の
み
で
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
詞
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章
の
音
数
や
分
節
に
沿
う
よ
う
な
形
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

御
詠
歌
／
和
讃
混
合
型
―
音
数
調
節
と
ふ
し
の
選
択

し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
御
詠
歌
と
和
讃
の
あ
い
だ
の
最
も
大
き
な
違
い
は

詞
章
形
式
で
あ
る
が
、
二
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
う
た
わ
れ
る
場

合
に
は
単
な
る
形
式
の
違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
顕
著
な
拍
節
法
の
差
異
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
御
詠
歌
の
節
の
中
に
は
、
一
部
和
讃
型
の
拍
節
法

を
含
む
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
中
和
讃
」
と
い

う
節
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
御
詠
歌
（
う
た
）
モ
デ
ル
２
】

１　

２　

３　

４　

５　

６　

７　

８　

９　

10　

ふ
―
―
―
だ
―
―
―
ら
―
―
―
く
―
―
―
や
―
―
―

き
し
う
つ
な
―
み
は
み
く
ま
の
の
―
―
―

な
―
ち
の
お
や
ま
に
ひ
―
―
―
び
―
―
―
く
―
―
―

た
―
―
―
き
―
―
―
つ
―
―
―
せ
―
―
―

初
句
五
文
字
は
、
御
詠
歌
の
基
本
ど
お
り
一
文
字
を
二
拍
ず
つ
引
い
て
の

計
十
拍
を
要
し
て
い
る
が
、
第
二
句
以
降
は
明
ら
か
に
詞
章
の
配
分
規
則

が
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
句
「
き
し
う
つ
な
み
は
」
第
三
句
「
み
く
ま
の

の
」
第
四
句
「
な
ち
の
お
や
ま
に
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
数
に
関
わ
ら
ず

四
拍
の
う
ち
に
配
分
さ
れ
、
周
期
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
音
読
モ

デ
ル
や
和
讃
（
う
た
）
モ
デ
ル
と
同
一
の
拍
節
法
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し

て
結
句
の
七
文
字
は
ま
た
一
文
字
二
拍
に
戻
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
節
の

中
に
二
つ
の
拍
節
法
が
み
ら
れ
る
こ
の
「
中
和
讃
」
だ
が
、
拍
節
法
が
変

わ
る
部
分
の
詞
章
形
式
が
「
七
五
七
」
と
い
う
七
五
調
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。
短
歌
は
区
切
れ
の
位
置
に
よ
っ
て
五
七
調
と
七
五
調

に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
韻
律
上
の
差
異
が
御
詠
歌

の
音
楽
に
有
機
的
な
関
わ
り
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
節
と
詞
章
の
独
立
性

と
い
う
特
性
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
上
の
モ
デ
ル
は
七
五
調
の
御
詠
歌
だ

が
、五
七
調
の
御
詠
歌
で
あ
っ
て
も
同
様
に
「
中
和
讃
」
は
用
い
ら
れ
う
る
。

詞
章
の
う
ち
和
讃
形
式
と
合
致
す
る
第
二
句
～
第
四
句
に
和
讃
の
拍
節
法

が
、
そ
う
で
な
い
初
句
と
結
句
は
御
詠
歌
の
拍
節
法
で
う
た
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
御
詠
歌
で
和
讃
を
挟
み
こ
む
よ
う
な
か
た
ち
が
「
中

和
讃
」
と
い
う
節
名
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
的
だ
。

中
和
讃
の
場
合
、
拍
節
法
は
和
讃
形
式
で
あ
っ
た
が
ふ
し
は
御
詠
歌
固
有

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ふ
し
そ
の
も
の
を
和
讃
か
ら
転
用
す
る
タ
イ
プ

の
節
も
あ
る
の
で
あ
る
。
例
を
み
て
み
よ
う
。

【
御
詠
歌
（
う
た
）
モ
デ
ル
３
】

１　

２　

３　

４　

５　

６　

７　

８　

９　

1 0　
　

　

き
―
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い　
ふ
だ
ら
く
や
―
―
―

　
　
き
し
う
つ
　
な
み
は
　
み
く
ま
の
の
―
―
―

な
―
―
―
ち
―
―
―
の
―
―
―
お
―
―
―
や
―
―
―（
略
）

網
掛
け
部
分
が
和
讃
の
ふ
し
、
太
字
は
御
詠
歌
の
詞
章
で
あ
る
。
も
と
も
と
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の
御
詠
歌
の
詞
章
の
句
頭
に
「
き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
」
と
い
う
七
モ
ー
ラ

が
付
加
さ
れ
て
い
る
（
七
＋
五
七
五
七
七
）。
こ
の
付
加
に
よ
っ
て
七
五
七
五

と
い
う
和
讃
形
式
を
生
み
出
し
、
そ
の
部
分
に
和
讃
の
ふ
し
を
用
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
下
の
句
は
御
詠
歌
の
ふ
し
で
う
た
わ
れ
る
。
詞
章
を
付
加
さ
れ

和
讃
で
唱
え
る
上
の
句
と
下
の
句
に
お
け
る
拍
節
法
の
違
い
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。
こ
の
タ
イ
プ
の
節
は
、
仁
和
寺
御
室
流
で
は
「
上か
み

○
○
節
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。「
黒
谷
」
と
い
う
和
讃
の
節
を
用
い
れ
ば
「
上
黒
谷
節
」、「
い
ろ
は
」

な
ら
ば
「
上
い
ろ
は
節
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
○
に
は
上
の
句
部
分
に
用
い

る
和
讃
の
節
名
が
挿
入
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
称
の
法
則
が
確
立
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
和
讃
→
御
詠
歌
と
い
う
ふ
し
の
転
用
は
、
あ
る
程
度
以
上

の
頻
度
で
用
い
ら
れ
る
正
規
の
ル
ー
ト
で
あ
る
と
推
察
で
き
る）
（（
（

。

で
は
逆
に
、
御
詠
歌
の
詞
章
や
ふ
し
を
和
讃
に
転
用
す
る
ケ
ー
ス
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

【
和
讃
（
う
た
）
モ
デ
ル
２
】

　

１　

２　

３　

４　

５　

６　

７　

８　

９　

1 0　

　

だ
い
し
―
み
か
ど
の
お
ん
ゆ
め
に
―
―
―

　

わ
―
か
を
え
い
じ
て

　

た
―
―
―
か
―
―
―
の
―
―
―
や
―
―
―
ま
―
―
―

　
む
す
ぶ
―
い
お
り
に
そ
で
く
ち
て
―
―
―

　
こ
―
け
の
し
た
に
ぞ

　
あ
―
―
―
り
―
―
―
あ
―
―
―
け
―
―
―
の
―
―
―

　
つ
き
と
よ
ま
れ
し　

お
ん
う
た
に
―
―
―
（
略
）

（�

網
掛
け
部
分
：
和
讃
の
ふ
し　

網
掛
け
な
し
：
御
詠
歌
の
ふ
し　

太
字
部
分
：
御
詠

歌
の
詞
章
）

こ
れ
は
「
入
定
」
と
い
う
節
で
あ
る
。
形
式
は
七
文
字
と
五
文
字
を
重
ね

た
通
常
の
和
讃
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
和
讃
に
は
御
詠
歌
の
詞
章
と

ふ
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
…
わ
か
を
え
い
じ
て　

た
か
の
や
ま

　
む
す
ぶ
い
お
り
に
　
そ
で
く
ち
て
　
こ
け
の
し
た
に
ぞ
　
あ
り
あ
け
の　

つ
き
と
よ
ま
れ
し　

お
ん
う
た
に
…
」
太
字
部
分
は
高
野
山
第
二
番
の
御
詠

歌
で
あ
る
。
和
讃
の
詞
章
「
和
歌
を
詠
じ
て
」
を
受
け
る
形
で
、
そ
れ
ま
で

の
規
則
的
な
拍
子
感
か
ら
音
楽
的
に
断
絶
し
た
御
詠
歌
が
朗
々
と
う
た
わ
れ

る
。
挿
入
歌
の
演
出
と
し
て
非
常
に
効
果
的
だ
が
、こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

挿
入
さ
れ
た
御
詠
歌
が
七
五
調
の
音
数
律
に
は
影
響
を
与
え
て
い
な
い
点
で

あ
る
。
ま
ず
、
七
五
七
五
の
流
れ
の
中
に
五
七
五
七
七
の
短
歌
体
を
挿
入
す

る
た
め
、
和
讃
の
詞
章
が
一
句
の
初
め
の
七
文
字
で
止
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
ま
で
を
ｎ
回
×
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
＋
七
と
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
へ
御
詠
歌
の
第
四
句
ま
で
を
つ
な
げ
る
と
、
ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）

＋
七
＋
五
＋
七
＋
五
＋
七
の
よ
う
に
な
り
、七
五
調
は
保
た
れ
る
。
最
後
に
、

御
詠
歌
の
ふ
し
か
ら
和
讃
の
ふ
し
へ
戻
る
部
分
―
―
御
詠
歌
の
結
句
七
文

字
に
あ
た
る
―
―
は
ど
う
処
理
さ
れ
る
の
か
？
【
和
讃
（
う
た
）
モ
デ
ル
２
】

を
確
認
す
る
と
、七
文
字
「
あ
り
あ
け
の
つ
き
」
は
「
あ
り
あ
け
の
／
つ
き
」

（
五
＋
二
）
と
分
節
さ
れ
て
い
る
。
何
故
か
。
も
し
こ
の
分
節
を
行
わ
ず
に

そ
の
ま
ま
御
詠
歌
の
ふ
し
で
う
た
え
ば
、
和
讃
へ
は
戻
れ
な
い
。
七
文
字
→

七
文
字
と
い
う
ふ
し
は
和
讃
に
は
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
七

文
字
の
う
ち
「
あ
り
あ
け
の
」
の
五
文
字
は
御
詠
歌
の
ふ
し
で
う
た
い
、
残
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り
の
二
文
字
「
つ
き
」
は
和
讃
の
詞
章
に
組
み
入
れ
和
讃
の
ふ
し
で
う
た
う

と
い
う
操
作
を
お
こ
な
う
の
だ
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、「
こ
け
の
し
た
に

ぞ
（
七
）　

あ
り
あ
け
の
（
五
）　

つ
き
と
よ
ま
れ
し
（
七
）　

お
ん
う
た
に

（
五
）」
の
よ
う
に
七
五
調
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て

は
、ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
＋
七
＋
五
＋
七
＋
五
＋
七
＋
五
＋
（
二
＋
五
）

＋
五
＋
七
＋
五
＋
ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
式
か
ら
、
七
音
五
音
の
連
続
を
崩
す
こ
と
な
く
五
七
五
七
七
の
短
歌
体

を
抽
出
し
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
、
一
概
に
和
讃
の
詞
章
形
式
を
堅
持
す
る
こ
と
が
最
重
視
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
な
い
。
例
を
あ
げ
よ
う
。
七
五
調
は
ど
こ
ま
で
も
詞
章
を
継

ぎ
足
し
延
ば
す
こ
と
が
可
能
な
形
式
だ
が
、
そ
れ
は
歌
謡
と
し
て
の
終
止
感

の
欠
如
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
和
讃
の
ふ
し
は（
七
五
七
五
）→（
七
五
七
五
）

→
（
七
五
七
五
）
…
の
よ
う
に
、
二
句
（
あ
る
い
は
四
句
）
を
一
単
位
と
し

て
繰
り
返
さ
れ
る
た
め
、
詞
章
を
唱
え
き
っ
て
詠
唱
を
終
え
て
も
、
続
く
は

ず
の
も
の
が
唐
突
に
途
切
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
難

を
回
避
す
る
か
の
よ
う
に
、
和
讃
に
は
そ
の
詞
章
の
後
に
御
詠
歌
を
継
ぎ
足

し
て
終
止
さ
せ
る
形
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
に
も
、
詞
章
の

音
数
調
節
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
二
種
類
あ
り
、
ひ
と
つ
は

ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
と
い
う
和
讃
の
詞
章
を
和
讃
の
ふ
し
で
う
た
っ
た

後
に
御
詠
歌
の
詞
章
五
七
五
七
七
を
御
詠
歌
の
ふ
し
で
う
た
う
も
の
、
も
う

一
方
は
ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
の
和
讃
か
ら
御
詠
歌
の
上
の
句
ま
で
を
和

讃
の
ふ
し
で
う
た
っ
た
の
ち
、
下
の
句
七
七
の
み
に
御
詠
歌
の
ふ
し
を
用
い

る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
単
純
に
、
和
讃
の
最
後
五
文
字
を
歌
い
終
え
た
の

ち
、
間
髪
を
お
か
ず
御
詠
歌
を
冒
頭
か
ら
う
た
い
出
す
。
和
讃
は
和
讃
、
御

詠
歌
は
御
詠
歌
で
詞
章
・
ふ
し
と
も
に
セ
パ
レ
ー
ト
し
て
い
る
た
め
、
調
節

は
行
わ
れ
な
い
。
一
方
の
後
者
で
は
、ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
と
い
う
和

讃
の
詞
章
は
和
讃
の
ふ
し
で
う
た
わ
れ
、
そ
の
後
に
調
節
の
七
文
字
）
（（
（

を
挿
入

し
て
御
詠
歌
の
上
の
句
へ
と
つ
な
げ
る
【
ｎ
（
七
＋
五
＋
七
＋
五
）
＋
□七
＋

五
＋
七
＋
五
】。
調
節
分
と
上
の
句
を
合
わ
せ
る
と
、
七
五
七
五
と
い
う
、

和
讃
の
ふ
し
を
用
い
う
る
一
単
位
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
を
和
讃
の
ふ

し
で
う
た
い
、
最
後
に
御
詠
歌
の
下
の
句
七
七
を
御
詠
歌
の
ふ
し
で
う
た
う

の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
方
法
に
せ
よ
、
和
讃
に
は
存
在
し
な
い
七
文
字
→
七

文
字
と
い
う
詞
章
形
式
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
数
タ
イ
プ
の
御
詠
歌
／
和
讃
混
合
型
を
検
討
し
て
き
た
。
御
詠

歌
に
和
讃
の
ふ
し
を
用
い
る
た
め
に
は
、
御
詠
歌
に
七
モ
ー
ラ
の
詞
章
を
付

加
し
て
七
五
調
を
出
現
さ
せ
て
お
り
、
反
対
に
和
讃
に
御
詠
歌
の
ふ
し
を
用

い
る
た
め
に
は
、
七
五
調
の
中
か
ら
短
歌
体
を
抽
出
す
る
と
い
う
操
作
が
確

認
で
き
る
。
形
式
の
合
わ
な
い
部
分
に
ふ
し
を
転
用
す
る
例
は
な
い
。
御
詠

歌
の
ふ
し
を
和
讃
に
、
和
讃
の
ふ
し
を
御
詠
歌
に
用
い
る
た
め
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
詞
章
の
形
式
を
転
用
し
た
い
ふ
し
の
型
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
須
で
あ

る
と
い
え
る
。
詞
章
の
音
数
操
作
に
よ
っ
て
、
ふ
し
の
互
換
が
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

以
上
、
ご
詠
歌
と
い
う
仏
教
歌
謡
が
ど
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
の
か
、
そ
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の
具
体
的
な
内
容
の
分
析
に
よ
っ
て
、
口
承
さ
れ
る
も
の
の
「
い
ま
」
の
か

た
ち
を
捉
え
た
。
御
詠
歌
・
和
讃
は
と
も
に
節
と
詞
章
が
固
定
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
詞
章
の
意
味
内
容
や
ア
ク
セ
ン
ト
と
音
の
高
低
や
リ
ズ
ム
は
有
機

的
な
繋
が
り
を
持
た
な
い
。
有
難
き
仏
の
功
徳
も
、
死
ん
で
い
っ
た
幼
子
へ

の
想
い
も
、
同
じ
節
に
の
せ
て
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
短
歌
体
と
七
五
調
と
い

う
詞
章
形
式
の
差
異
は
い
っ
そ
う
顕
著
な
差
異
と
し
て
、
拍
節
法
に
あ
ら
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
文
字
に
つ
き
ｎ
拍
と
い
う
雨
だ
れ

拍
子
を
基
本
と
す
る
御
詠
歌
の
、
第
二
句
と
第
四
句
の
詞
章
と
ふ
し
の
関
係

を
分
析
し
た
。
該
当
の
七
文
字
部
分
が
三
文
字
＋
四
文
字
、
四
文
字
＋
三
文

字
の
ど
ち
ら
に
分
節
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
詠
唱
者
は
ふ
し
を
変
え
る
。
詞

章
の
意
味
内
容
に
依
拠
す
る
分
節
の
箇
所
に
ふ
し
の
フ
レ
ー
ズ
を
沿
わ
せ
る

と
い
う
操
作
か
ら
は
、
御
詠
歌
の
ふ
し
に
対
す
る
詞
章
の
優
位
が
考
え
ら
れ

た
。
し
か
し
、
三
文
字
と
四
文
字
以
外
の
分
節
を
も
つ
も
の
や
破
調
の
御
詠

歌
の
検
討
に
よ
っ
て
、
ふ
し
の
硬
直
性
が
明
ら
か
に
な
り
、
御
詠
歌
に
お
け

る
ふ
し
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
存
在
を
よ
り
明
白
に
示
し
え
た
。
更
に
、
し
ば
し

ば
混
同
さ
れ
る
御
詠
歌
と
和
讃
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ふ
し
・
詞
章
が
混

合
し
て
い
る
も
の
を
分
析
し
、
詞
章
の
音
数
と
用
い
ら
れ
る
ふ
し
は
不
可
離

で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
し
た
。
詞
章
形
式
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
分
類
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
詠
唱
者
に
と
っ
て
は
同
じ
「
ゴ
エ
イ
カ
」
で
あ
り
、
そ

の
差
異
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
だ
が
ひ
と
た
び
う
た
い
出
せ
ば
、

彼
ら
は
詞
章
形
式
と
ふ
し
を
極
め
て
忠
実
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼

ら
に
と
っ
て
は
「
そ
の
よ
う
に
聞
き
覚
え
た
」
と
い
う
以
上
の
何
も
の
で
も

な
い
の
だ
が
、「
単
に
そ
う
で
あ
る
」
現
象
の
豊
饒
は
語
る
ま
で
も
な
い
。

本
稿
を
緒
に
、
更
に
テ
ク
ス
ト
／
コ
ン
テ
ク
ス
ト
研
究
を
す
す
め
、
こ
の

複
雑
で
豊
か
な
歌
謡
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注（
1
）�

こ
こ
で
い
う
「
和
讃
」
と
は
、
浄
土
真
宗
の
「
三
帖
和
讃
」
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
諸
仏
教
教
団
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
七
五

調
の
詞
章
を
連
モ
デ
ル（
時
田
ア
リ
ソ
ン「
語
り
物
の
構
造
モ
デ
ル
」『
日

本
の
語
り
物　

口
頭
性
・
構
造
・
意
義
』
二
〇
〇
二　

国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
）
で
う
た
う
、
主
に
民
間
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を

さ
す
。
歌
和
讃
、
在
家
和
讃
、
地
和
讃
な
ど
と
呼
ば
れ
区
別
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
が
、本
稿
で
は
単
に
「
和
讃
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
和
讃
は
、

詠
唱
者
ら
か
ら
し
ば
し
ば
「
ゴ
エ
イ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
た
め
、
新
堀
歓

乃
は
短
歌
体
の
詞
章
を
も
つ
狭
義
の
も
の
を
「
御
詠
歌
」、
七
五
調
の

和
讃
も
含
め
る
広
義
の
も
の
を
「
ご
詠
歌
」
と
表
記
し
、
便
宜
を
図
っ

て
い
る
（
新
堀
歓
乃
「
密
厳
流
ご
詠
歌
の
伝
承
に
み
る
「
伝
統
の
創
出
」

―
昭
和
初
期
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
布
教
活
動
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
音

楽
学　

第
五
十
三
巻
二
号
』
二
〇
〇
七　

日
本
音
楽
学
会　

一
二
一-

一
三
三
頁
）。
本
稿
も
こ
の
表
記
に
準
ず
る
。

（
2
）�

特
に
御
詠
歌
に
い
え
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
詞
章
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
地

名
や
寺
名
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
一
見
民
謡
に
も
匹
敵

す
る
ほ
ど
の
高
い
地
域
性
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
御
詠
歌
に
用
い
ら
れ
る
修
辞
法
や
言
い

回
し
の
類
型
性
は
際
だ
っ
て
い
る
。
固
有
名
詞
の
み
を
す
げ
替
え
た
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よ
う
な
、
安
易
に
感
じ
ら
れ
る
御
詠
歌
も
少
な
く
な
い
。

（
3
）�

本
居
宣
長
『
菅
笠
日
記
』
一
九
四
〇　

研
究
社　

一
五
一
頁
。

（
4
）�『
西
国
巡
礼
細
見
大
全
』
文
化
七
年

（
5
）�
川
野
辺
寛
『
閭
里
歳
時
記
』
に
は
、
八
月
十
七
日
に
古
義
真
言
宗
の

真
応
寺
に
て
「
老
た
る
男
女
集
て
観
音
の
和
讃
詠
歌
な
ど
唱
」
え
た

と
い
う
記
述
が
あ
る
（
川
野
辺
寛
『
閭
里
歳
時
記
』
森
銑
三
、
北

川
博
邦
監
修
『
続
日
本
随
筆
大
成
別
巻
民
間
風
俗
年
中
行
事
上
』

一
九
八
三　

吉
川
弘
文
館　

三
五
五
頁
）。
こ
の
時
代
（
一
七
八
〇
年

頃
か
）
か
ら
す
で
に
和
讃
が
大
衆
に
よ
っ
て
御
詠
歌
と
と
も
に
う
た

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
6
）�

一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
創
設
し
た
大
和
流
を
皮
切
り
に
、
ご
詠
歌
は

民
衆
教
化
策
と
し
て
次
々
と
仏
教
教
団
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
現
在

で
は
十
六
流
以
上
が
独
自
の
伝
承
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

観
音
講
や
地
蔵
講
に
代
表
さ
れ
る
、
地
域
社
会
に
お
け
る
民
間
信
仰

的
な
集
団
で
あ
る
宗
教
的
講
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
ご
詠
歌
は
、

社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
急
速
に
数
を
減
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

系
は
活
動
内
容
や
講
員
の
意
識
に
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
た
め
同
一

視
す
べ
き
で
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
に
よ
っ
て
混
在
し
て
い
る
講
も
多
く
、
分
類
を
安
易
に
敷
衍
す

る
こ
と
も
ま
た
危
険
で
あ
る
。
と
ま
れ
本
稿
で
扱
う
問
題
に
お
い
て

は
こ
の
よ
う
な
伝
承
母
体
の
分
類
が
要
点
に
関
わ
ら
な
い
た
め
、
民

間
／
教
団
と
い
う
対
立
項
を
立
て
ず
に
同
一
平
面
上
で
論
じ
て
い
く
。

（
7
）�

壬
生
地
蔵
講
で
の
詠
唱
を
例
に
と
る
と
、
導
師
詠
題
「
唱
え
上
げ
ま

す
西
国
三
十
三
所
第
一
番
札
打
始
め
の
ご
霊
場
は
、
紀
の
国
東
牟
婁

郡
那
智
山
青
岸
渡
寺
に
納
め
奉
る
ご
本
尊
、
南
無
坐
像
如
意
輪
観
世

音
菩
薩
の
御
法
前
へ
、
御
詠
歌
に
」
→
詠
頭
唱
え
出
し
「
ふ
だ
ら
」

→
衆
「
く
や
き
し
う
つ
な
み
は
み
く
ま
の
の
な
ち
の
お
や
ま
に
ひ
び

く
た
き
つ
せ
」
の
よ
う
に
な
る
。
唱
え
出
し
の
長
さ
は
節
の
種
類
に

よ
っ
て
異
な
る
。

（
8
）�

二
〇
〇
七
年
十
一
月
十
七
日
（
観
音
菩
薩
の
縁
日
）
に
行
わ
れ
た
講

活
動
の
次
第
か
ら
。
活
動
時
間
約
三
十
分
。

（
9
）�

曹
洞
宗
梅
花
流
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
寺
院
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
御

詠
歌
を
ど
の
節
で
う
た
え
ば
良
い
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
応
え
る

た
め
、
新
た
な
節
を
全
国
公
募
し
た
（
一
九
六
七
年
九
月
十
三
日　

中
外
日
報
）。

（
10
）�

教
団
伝
承
の
ご
詠
歌
教
典
に
は
楽
譜
付
き
の
も
の
が
多
い
。
民
謡
や

唱
歌
に
お
い
て
も
、
近
代
以
前
に
は
詞
章
と
節
が
独
立
し
た
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
教
団
伝
承
の
ご
詠
歌
に
お
け
る
正
調
の

誕
生
（
新
堀　

前
掲
書
）
は
西
洋
的
「
作
品
」
概
念
浸
透
の
一
様
態

と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
11
）�

伴
信
友
「
古
詠
考
」
国
書
刊
行
会
編
『
伴
信
友
全
集
第
五
』

一
九
七
七　

ぺ
り
か
ん
社　

二
七
五
頁
。

（
12
）�
伴
蒿
蹊
『
閑
田
次
筆
』
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』

一
九
二
七　

吉
川
弘
文
館　

六
九
六
頁
。括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

（
13
）�

以
下
、
数
字
で
示
さ
れ
た
拍
に
対
し
て
文
字
を
配
置
し
た
モ
デ
ル
を

用
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
能
の
世
界
で
用
い
ら
れ
る
「
八や
つ
わ
り割

」
と



130

い
う
フ
レ
ー
ム
を
歌
詞
配
分
リ
ズ
ム
の
表
記
に
採
用
し
た
藤
田
隆
則

の
モ
デ
ル
に
な
ら
う
も
の
で
あ
る（
藤
田
隆
則『
能
の
ノ
リ
と
地
拍
子
』

二
〇
一
〇　

檜
書
房
）。

（
14
）�
音
歩
と
は
、
一
息
（
一
気
力
）
で
読
ま
れ
る
二
音
を
一
単
位
と
す
る

音
律
の
単
位
（
土
居
光
知
「
詩
形
論
」『
土
居
光
知
著
作
集
第
五
巻　

文
学
序
説
』
一
九
七
七　

岩
波
書
店
）。

（
15
）�

兼
常
清
佐
「
日
本
の
音
楽
に
就
て
の
一
観
察
」『
兼
常
清
佐
著
作
集　

第
３
巻
』
二
〇
〇
八　

大
空
社　

五
一
頁
、
一
三
三-

一
三
四
頁
。

（
16
）�

中
和
讃
や
鴨
川
節
な
ど
、
御
詠
歌
に
は
、
一
文
字
ず
つ
等
間
隔
に
引

き
伸
ば
す
部
分
と
八
拍
枠
に
五
文
字
お
よ
び
七
文
字
を
当
て
嵌
め
る

部
分
の
両
方
を
含
む
節
も
少
な
く
な
い
。
兼
常
の
挙
げ
た
も
の
は
こ

の
混
合
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
分
類
の
範
例
と
し
て
は
不
適

切
で
混
乱
を
招
く
。

（
17
）�

四
＋
三
―
四
＋
三
、四
＋
三
―
三
＋
四
、三
＋
四
―
四
＋
三
、三
＋
四

―
三
＋
四
の
四
通
り
。

（
18
）�

壬
生
地
蔵
講
、
北
山
尼
講
、
川
島
観
音
講
、
御
室
流
大
師
講
な
ど
、

私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
全
て
の
講
の
詠
唱
で
こ
の
分
節

が
選
択
さ
れ
て
い
た
。
確
認
で
き
た
市
販
の
音
源
も
同
様
で
あ
っ
た
。

（
19
）�

韻
律
的
に
は
、
意
味
上
四
＋
三
に
分
節
さ
れ
る
詞
章
（
き
し
う
つ
／

な
み
は
）
は
、
二
音
を
一
拍
と
す
る
音
歩
単
位
に
よ
っ
て
（
き
し
／

う
つ
／
な
み
／
は
）
＝
（
２
２
２
１
）
と
分
節
す
る
。
同
様
に
三
＋

四
の
詞
章
（
な
ち
の
／
お
や
ま
に
）
は
「
な
ち
／
の
／
お
や
／
ま
に
）

＝
（
２
１
２
２
）
と
分
節
す
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
分
節
位
置
に

合
致
す
る
ふ
し
で
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
本
文
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
三
＋
四
／
四
＋
三
の
意
味
分
節
に
当
て
は
ま
ら
な
い
詞
章
（
た
だ

／
ま
ろ
か
れ
と
）
に
つ
い
て
は
、
音
歩
単
位
で
分
節
す
る
と
（
た
だ

／
ま
ろ
／
か
れ
／
と
）
２
２
２
１
と
な
る
。
こ
の
分
節
と
既
存
の
四

＋
三
、三
＋
四
の
音
歩
に
よ
る
分
節
を
咬
合
す
る
と
明
ら
か
な
と
お

り
、
２
２
２
１
と
い
う
構
成
が
共
通
し
て
い
る
四
＋
三
の
ふ
し
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
仮
に
三
＋
四
の
ふ
し
を
用
い
た

と
す
る
と
、（
た
だ
／
ま
／
ろ
か
／
れ
と
）
の
よ
う
に
、
音
歩
ま
で
も

が
ズ
タ
ズ
タ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
音
歩
の
分
断
を
強
く
忌

避
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
「
三
文
字
と
四
文
字
の
（
ふ
し
の
）
選
択

を
間
違
え
る
と
詠
唱
を
続
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
現
象
か
ら
も
見
出

さ
れ
る
。
ふ
し
の
フ
レ
ー
ズ
で
詞
章
の
分
節
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
御
詠

歌
だ
が
、
そ
の
一
フ
レ
ー
ズ
と
同
期
す
る
詞
章
の
分
節
法
が
音
歩
の

規
則
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

（
20
）�

た
だ
し
、
す
べ
て
の
和
讃
の
節
が
転
用
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
七

文
字
と
五
文
字
（
こ
の
単
位
を
一
句
と
い
う
）
が
繰
り
返
さ
れ
る

和
讃
は
、
二
句
七
五
七
五
を
ふ
し
の
一
単
位
と
す
る
も
の
、
四
句

七
五
七
五
七
五
七
五
を
一
単
位
と
す
る
も
の
に
大
別
で
き
る
。
御
詠

歌
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然
前
者
の
み
で
あ
る
。

（
21
）�
調
節
の
た
め
に
挿
入
さ
れ
る
語
は
「
帰
命
頂
礼
」「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

な
ど
。
後
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
詞
章
が
つ
づ
い
て
も
不
自
然
に
な

ら
な
い
。

�

（
た
む
ら
・
な
な
こ
／
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）


