
１

日
本
語
の
リ
ズ
ム

日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
と
一
般
的
に
は
「
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
」

と
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、

も
っ
ぱ
ら
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
で
音
声
化
さ
れ
る
。
カ
ル
チ
ャ
ー
の
話
し
方

教
室
な
ど
で
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
表
現
よ
み
の
実
践
を

通
じ
て
「
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

わ
た
し
の
関
心
を
知
っ
て
知
人
が
貸
し
て
く
れ
た
の
が
、
湯
山
清
著

『
国
語
リ
ズ
ム
の
研
究
』(

1)

で
あ
っ
た
。
「
序
言
」
に
研
究
の
目
的
が
書

か
れ
て
い
る
。(

漢
字
表
記
は
易
し
く
し
た)

「
国
語
の
強
弱
リ
ズ
ム
を
闡
明
し
、
そ
の
原
理
・
法
則
を
探
求
し
、
こ
れ

せ
ん
め
い

を
組
織
体
系
化
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
が
本
研
究
の
目
的
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
国
語
の
強
弱
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
国
語
研
究
史
上

に
お
い
て
だ
い
た
い
否
定
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
音
声
学
に
お
い
て
さ
え
、

国
語
リ
ズ
ム
の
研
究
は
抛
擲
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
有
様
で
あ
る
。
」

ほ
う
て
き

今
か
ら
六
十
年
前
、
昭
和
一
九
年
の
著
書
で
あ
る
。
当
時
す
で
に
日
本

語
の
音
声
学
の
研
究
に
お
い
て
強
弱
リ
ズ
ム
が
否
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

今
で
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
強
弱
や
リ
ズ
ム
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
変

わ
り
は
な
い
。

そ
も
そ
も
、
リ
ズ
ム
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
辞
書
を
見
れ
ば
、
「
音

の
長
短
や
強
弱
の
組
み
合
わ
せ
が
一
定
の
間
隔
で
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
。
律
動
」(

2)

と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
リ
ズ
ム
は
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
の
だ
。
一
つ
は
、
音
の
長
短
、

も
う
一
つ
は
強
弱
で
あ
る
。
言
語
で
い
う
な
ら
、
ど
ち
ら
も
強
弱
ア
ク
セ

ン
ト
に
関
係
が
あ
る
。
だ
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
低
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
は
リ
ズ
ム
と
は
関
係
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
音
声
言
語
の
要
素
と

い
っ
た
ら
、
そ
ち
ら
が
幅
を
き
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
で
も
日
本
語
の
音
声
化
を
問
題
に
す
る
と
き
、
強
弱
リ
ズ
ム
は
ほ

と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
俳
句
や
短
歌
で
リ
ズ
ム
を
問
題
に
し
て
も
、

そ
れ
は
音
律
数
だ
け
で
あ
る
。
五
七
五
や
五
七
五
七
七
で
区
切
り
は
す
る

が
強
弱
は
気
に
し
な
い
。
詩
で
も
リ
ズ
ム
が
語
ら
れ
る
が
、
強
弱
は
問
題

に
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
散
文
で
リ
ズ
ム
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
語
の
音
声
に
つ
い
て
リ
ズ
ム
の
考
え
が
な
い
点
は
、
今
で
も
変
わ
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
は
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
が
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
と
関
連
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し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
日
本
語
の
音
声
に
つ
い
て
根
本
か
ら
問
題
を
立

て
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
、
そ
も
そ
も
日
本
語
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
。

第
二
、
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
長
短
に
よ
る
も
の
か
、
強

弱
に
よ
る
も
の
か
。

第
三
、
日
本
語
の
リ
ズ
ム
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
則
が
あ
る
の
か
。

以
上
の
三
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
日
本
語
の
音
声
表
現
を

研
究
す
る
基
本
と
な
る
だ
ろ
う
。

２

日
本
語
の
音
と
リ
ズ
ム

日
本
語
の
音(

オ
ン)

の
単
位
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
何
を
単
位
と

し
て
リ
ズ
ム
を
分
析
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
湯
山
氏
は
、
日
本
語
の

リ
ズ
ム
を
考
え
る
と
き
の
基
本
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
す
べ
て
言
語
リ
ズ
ム
は
音
節
観
念
を
基
礎
と
す
る
。
」
そ
し
て
、
日

本
語
の
場
合
に
は
「
仮
名
文
字
一
文
字
を
一
音
節
」
と
す
る
べ
き
だ
と
い

う
。湯

山
氏
は
、
当
時
の
言
語
研
究
に
つ
い
て
、
西
洋
の
音
（
オ
ン
）
の
単

位
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
誤
り
だ
と
批
判
す
る
。
日
本
語
の
音
節
は
、
西

欧
の
言
語
の
音
節
と
は
違
う
。
西
欧
で
は
母
音
を
単
位
に
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
英
語
の

a

と

s
t
r
e
n
g
t
h

と
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
一
音
節
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
本
語
で
発
音
す
る
と
、
一
音
節
の
「
ア
」
と
六
音
節

の
「
ス
ト
レ
ン
グ
ス
」
に
な
る
。
そ
れ
で
、
日
本
語
の
仮
名
表
記
を
一
音

節
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
英
語
の
一
音
節

stren
gth

に
は
、
強
弱
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
含

ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
語
で
は
仮
名
文
字
で
表
記
さ
れ
た
一
音
節
ご

と
に
強
弱
い
ず
れ
か
に
な
る
。
だ
か
ら
、
湯
山
氏
は
、
こ
う
言
う
の
で
あ

る
。「

仮
名
文
字
は
、
音
質
文
字
（
引
用
注
＝
高
低
と
長
短
を
示
す
意
味
）

で
あ
る
と
と
も
に
実
に
こ
の
リ
ズ
ム
単
位
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
仮
名
一

字
一
音
節
と
い
う
考
え
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
仮
名
一
字
一
リ
ズ
ム
単
位

で
あ
る
。
」

リ
ズ
ム
の
原
則
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
コ
ト
バ
を
発
音
す
る
と
き
、

強
音
と
弱
音
と
を
必
ず
交
互
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
単
純
な

も
の
で
あ
る
。
湯
山
氏
は
、
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、

韻
文
は
も
ち
ろ
ん
散
文
に
お
い
て
も
、
そ
の
特
徴
が
「
日
常
会
話
に
お
け

る
と
同
様
に
、
比
較
的
強
い
音
節
と
弱
い
音
節
と
が
交
互
に
入
れ
替
わ
る

点
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
湯
山
氏
は
音
楽
の
楽
譜
を
手
が
か
り
に
言
語
の
リ
ズ
ム
を
解

こ
う
と
す
る
。
だ
が
、
音
楽
と
言
語
の
ち
が
い
は
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
湯
山
氏
は
仮
名
一
文
字
を
音
符
と
考
え
る
。
音
符
は
、
音
の
高
低

と
長
短
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
に
強
弱
リ
ズ
ム
が
つ
け
ら
れ
る
わ
け
だ
。

音
楽
な
ら
ば
、
拍
子
に
よ
っ
て
、
ど
こ
の
音
が
強
く
な
る
か
は
定
ま
る
。

た
と
え
ば
、
二
拍
子
と
三
拍
子
で
は
頭
の
音
が
強
く
な
り
、
四
拍
子
で
は

一
拍
目
と
三
拍
目
が
強
く
な
る
。

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
で
う
ま
く
説
明
が
つ
く
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、

音
楽
と
言
語
と
は
根
本
的
な
ち
が
い
が
あ
る
。
音
楽
の
音
符
で
は
、
高
低
、

長
短
、
強
弱
が
す
べ
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
は
単
な
る
音
の
並
び

で
は
な
い
。
仮
名
で
表
さ
れ
た
音
声
の
並
び
で
は
な
い
の
だ
。
文
字
の
音

を
声
の
音
に
変
え
た
だ
け
で
は
、
言
語
は
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。

日本語のリズムと強弱アクセント
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湯
山
氏
が
、
仮
名
文
字
で
表
さ
れ
る
日
本
語
の
音
の
単
位
に
注
目
し
た

の
は
い
い
。
し
か
し
、
言
語
は
音
符
の
並
び
と
は
違
っ
た
秩
序
を
持
つ
の

で
あ
る
。
音
が
つ
な
が
れ
ば
単
語
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
、
単
語
は
文
を

形
成
す
る
。
文
と
な
っ
た
言
語
は
、
仮
名
一
文
字
の
単
位
で
並
べ
ら
れ
た

音
の
連
な
り
で
は
な
い
。
単
語
と
し
て
の
音
の
ま
と
ま
り
も
あ
れ
ば
、
文

と
し
て
の
音
の
ま
と
ま
り
も
あ
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
が
生
じ

る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

３

文
の
区
切
り
と
リ
ズ
ム
の
成
立

湯
山
氏
が
日
本
語
の
強
弱
リ
ズ
ム
に
目
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
は

あ
り
が
た
い
。
だ
が
、
単
語
や
語
句
の
リ
ズ
ム
の
解
明
に
と
ど
ま
っ
て
い

て
、
文
の
も
つ
強
弱
リ
ズ
ム
は
と
ら
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
の
例
文
の
解
説
か
ら
は
、
湯
山
氏
の
国
語
リ
ズ
ム
論
の
全
体
が
う
か

が
わ
れ
る
。

○

ね
え
さ
ん
と
二
人
で
金
魚
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。

リ
ズ
ム
を
意
識
し
て
読
む
と
、
こ
の
文
は
ど
の
よ
う
に
区
切
ら
れ
、
ど

の
よ
う
に
よ
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
。
湯
山
氏
の
読
み
方
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ

ね
え
さ
ん
と
／
二
人
で
／
金
魚
を
／
買
い
に
／
行
き
ま
し
た
。

湯
山
氏
は
「
誰
が
読
ん
で
も
」
こ
の
区
切
り
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
区
切
り
方
が
可
能
で

あ
る
。

ま
た
、
い
ち
ば
ん
前
へ
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
ね
え
さ
ん
」
と
す
る
と
、

区
切
り
が
次
の
よ
う
に
二
つ
に
変
わ
る
と
い
う
。

Ｂ

お
ね
え
さ
ん
と
二
人
で
／
金
魚
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
た
、
「
二
息
で
す
ら
す
ら
と
読
ん
で
し
ま
う
」
と
、
当
然
の
読

み
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ど
う
や
ら
、
湯
山
氏
の
リ
ズ
ム
論
に
は
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
第
一

は
、
仮
名
一
文
字
単
位
で
の
強
弱
の
組
み
合
わ
せ
、
第
二
に
、
一
文
を
読

む
と
き
の
区
切
り
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
総
合
で
「
国
語
リ
ズ

ム
」
を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
Ａ
の
よ
み
方
に
は
、
第
一
の
考
え
方
が
強

く
出
て
い
る
。
一
音
ご
と
の
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
傍
点
は
強
ア
ク
セ
ン
ト
の
音
、
空
白
は
リ
ズ
ム
の
空
き
。
以
下
同
様
）

Ａ

ね
え
さ
ん
と
□
／
ふ
た
り
で
／
き
ん
ぎ
ょ
を
／
か
い
に
□
／
行

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

き
ま
し
た
□
。

・

・

こ
れ
な
ら
、
強
弱
の
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
よ
む
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
に
も

同
じ
考
え
で
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
み
る
。

Ｂ

お
ね
え
さ
ん
と
□
ふ
た
り
で
／
き
ん
ぎ
ょ
を
買
い
に
□
行
き
ま

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

し
た
□
。

・

だ
が
、
こ
れ
で
は
「
二
息
で
す
ら
す
ら
読
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
Ａ
と
ち
が
う
区
切
り
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
納
得
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が
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
頭
に
強
ア
ク
セ
ン
ト
が
来
な
い
と
き
の
原
理
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ほ
か
の
例
を
さ
が
し
て
み
る
と
、
一
文
字
ご
と
の
強
弱
リ
ズ
ム
の
典
型

的
な
も
の
が
あ
る
。

（
一
）
た
か
だ
よ

た
か
だ
よ

た
か
だ
よ
（
鷹
だ
よ
鷹
だ
よ
鷹
だ
よ
）

・

・

・

・

・

・

（
二
）
と
び
だ
□
と
び
だ
□
と
び
だ
（
鳶
だ
鳶
だ
鳶
だ
）

・

・

・

・

・

・

だ
が
、
こ
ん
な
単
語
の
繰
り
返
し
の
文
は
珍
し
い
。
し
か
も
、
声
に
出

し
て
読
ん
で
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
ま
る
で
子
ど
も
が
一
文
字
ず
つ
読
み
上

げ
る
調
子
に
な
っ
て
し
ま
う
。

俳
句
に
つ
い
て
も
、
一
音
ず
つ
の
強
弱
リ
ズ
ム
を
当
て
は
め
て
い
る
。

す
べ
て
の
音
（
オ
ン
）
が
強
弱
い
ず
れ
か
に
な
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

強
音
が
つ
づ
く
場
合
に
は
一
音
ご
と
に
空
白
が
入
る
と
い
う
。

た
□
か
□
ひ
□
と
□
つ
（
鷹
一
つ
）

・

・

・

・

・

み
つ
け
て
う
れ
し
□
（
見
つ
け
て
嬉
し
）

・

・

・

・

い
ら
こ
ざ
き
□
（
伊
良
古
崎
）

・

・

・

指
定
ど
お
り
に
強
弱
を
つ
け
て
読
む
と
、
こ
れ
も
ま
た
小
学
生
の
よ
う

な
読
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。
俳
句
な
ら
ば
ま
だ
許
せ
る
が
、
一
般
の
文
の

読
み
方
と
し
て
は
お
か
し
な
も
の
だ
。
ほ
か
の
ど
の
例
で
も
、
声
に
出
し

て
み
る
と
、
指
定
の
強
弱
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
読
み

に
く
い
し
、
不
自
然
な
の
で
あ
る
。

と
く
に
お
か
し
い
の
は
、
単
語
を
「
剛
の
言
葉
」
と
「
柔
の
言
葉
」
と

の
二
つ
に
分
け
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
ず
、
音
（
オ
ン
）
を
強
音
と
弱
音

と
に
分
け
て
、
強
音
ば
か
り
か
ら
な
る
言
葉
を
「
剛
の
言
葉
」
、
弱
音
ば

か
り
か
ら
な
る
言
葉
を
「
柔
の
言
葉
」
と
し
て
い
る
。

次
の
よ
う
な
二
種
類
の
コ
ト
バ
と
し
て
対
照
さ
れ
る
。

（
剛
の
言
葉
）
―
―

ひ
が
し
（
東
）

み
な
み
（
南
）

は
る
（
春
）

な

つ
（
夏
）

や
ま
（
山
）

（
柔
の
言
葉
）
―
―

に
し
（
西
）

き
た
（
北
）
あ
き
（
秋
）
ふ
ゆ
（
冬
）

か
わ
（
川
）

（
剛
の
言
葉
）
―

お
や
（
親
）

ち
ち
（
父
）

お
と
こ
（
男
）

あ

に
（
兄
）

あ
ね
（
姉
）

（
柔
の
言
葉
）
―

こ
ど
も
（
子
供
）

は
は
（
母
）

お
ん
な
（
女
）

お
と
と
（
弟
）

い
も
と
（
妹
）

多
分
に
こ
と
ば
の
意
味
に
影
響
さ
れ
た
主
観
的
な
対
比
で
あ
る
。
ど
の

語
句
を
と
っ
て
も
、
強
く
も
弱
く
も
発
音
は
で
き
る
。
わ
た
し
な
ら
「
剛
」

を
「
柔
」
に
で
も
、
「
柔
」
を
「
剛
」
に
で
も
読
め
る
。
語
句
の
意
味
か

ら
解
釈
し
て
「
剛
」
と
「
柔
」
を
決
め
た
と
し
か
思
え
な
い
。

４

強
弱
リ
ズ
ム
と
発
音
速
度

湯
山
氏
は
、
次
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
研
究
の
二
つ
の
課
題
を
あ
げ
て
い
る
。

（
丸
数
字
は
引
用
者
が
付
け
た
）

「
リ
ズ
ム
の
基
礎
知
識
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
①
発
音
速
度
の

遅
速
を
聴
き
分
け
る
力
と
、
②
音
の
強
弱
を
感
知
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」

日本語のリズムと強弱アクセント

27



②
「
音
の
強
弱
」
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
読
み
方
の
強
弱
リ
ズ
ム

の
発
見
で
あ
る
。
①
「
発
音
速
度
の
遅
速
」
と
は
、
わ
た
し
が
最
初
に
あ

げ
た
例
文
の
Ｂ
の
よ
み
方
に
関
係
あ
る
。

発
音
速
度
の
ち
が
い
に
つ
い
て
は
次
の
例
が
あ
る
。
①
の
二
つ
の
人
名

よ
り
も
②
の
二
つ
の
人
名
の
方
が
発
音
が
遅
く
な
る
と
い
う
の
だ
。
し
か

し
、
が
、
わ
た
し
に
は
速
く
も
遅
く
も
読
め
る
き
が
す
る
。

①
チ
ャ
ー
チ
ル

ス
タ
ー
リ
ン

②
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

ど
う
し
て
、
あ
る
こ
と
ば
よ
り
別
の
コ
ト
バ
が
速
く
な
る
の
か
、
原
理

ら
し
い
も
の
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
「
誰
で
も
そ
う
読
む
」
と
い
う
感
の

よ
う
な
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
に
関
す
る
二
つ
の
原
理
で
説
明
が
で
き
る

気
が
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
言
語
の
リ
ズ
ム
は
二
拍
か
三
拍
が
基
本
で
あ

る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
詩
人
の
吉
田
一
穂
が
論
文
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」(

3)

で
示
し
た
考
え
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
考
え
を
支
持
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
五
七
調
や
七
五
調
も
、
二
拍
と
三
拍
の
リ
ズ
ム
に
分
解
で
き

る
の
だ
。
五
七
調
な
ら
、
「
○
○
・
○
○
○
（
五
）
、
○
○
○
・
○
○
・

○
○
（
七
）
」
あ
る
い
は
「
○
○
○
・
○
○
（
五
）
、
○
○
○
・
○
○
・

○
○
（
七
）
」
と
分
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
拍
、
三
拍
に
強

拍
が
あ
る
。
ふ
つ
う
は
頭
に
強
拍
が
来
る
が
、
逆
の
こ
と
も
あ
る
。
全
体

の
音
（
オ
ン
）
の
並
び
と
し
た
ら
強
弱
が
交
互
に
な
る
。
そ
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ズ
ム
の
変
化
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

七
五
調
で
は
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
に
な
る
。

Ａ

○
○
○
／
○
○
／
○
○
（
七
＝
三
・
二
・
二
）

○
○
／
○
○
○
（
五
＝
二
・
三
）

Ｂ

○
○
○
○
／
○
○
○
（
七
＝
二
・
二
・
三
）

○
○
○
／
○
○
（
五
＝
三
・
二
）

ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
七
の
音
節
は
、
三

・
四
（
二
・
二
）
か
、
四
（
二
・
二
）
三
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
四
の
音

節
は
必
ず
二
・
二
に
な
り
、
三
・
一
に
分
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
五
の
音

節
は
、
二
・
三
か
、
三
・
二
に
分
か
れ
る
。
た
だ
し
、
基
本
の
区
切
れ
を

取
ら
な
い
と
き
に
は
、
こ
の
リ
ズ
ム
は
く
ず
れ
る
。
さ
ら
に
、
強
ア
ク
セ

ン
ト
の
位
置
の
変
化
を
加
え
る
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
さ
ら
に
増
え
る
。

俳
句
の
例
で
は
、
松
尾
芭
蕉
の
句
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
は

次
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。
（
傍
点
は
強
ア
ク
セ
ン
ト
を
示
す
。
高
ア
ク

セ
ン
ト
で
は
な
い
点
に
注
意
）

「
ふ
る
い
け
や
（
二
・
三
）
／
か
わ
ず
と
び
こ
む
（
三
・
二
・
二
）
／
み

・

・

・

・

ず
の
お
と
（
三
・
二
）
」

・

・
ま
た
、
二
拍
の
節
と
三
拍
の
節
は
、
原
則
と
し
て
同
じ
速
度
で
は
読
ま

れ
な
い
。
リ
ズ
ム
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
は
、
二
拍
の
節
よ
り
三
拍
の
節
の

読
み
方
を
速
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
拍
の
節
は
二
拍
の
節
に
対
し

て
音
楽
の
三
連
符
の
よ
う
に
早
く
な
る
。
決
し
て
、
一
文
字
ず
つ
同
じ
速

度
で
よ
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。

も
う
一
つ
の
原
理
は
、
強
弱
リ
ズ
ム
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
係
で
あ
る
。
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国
文
学
者
・
折
口
信
夫
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
考
え
で
あ
る
。
折
口
氏
は
、
日

本
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
高
低
で
も
な
く
、
強
弱
で
も
な
く
、
長
く
な
る
音
節

に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
長
音
、
撥
音
、
促
音
、
拗
音
な
ど
、
二
つ
の

音(
オ
ン)

が
結
び
つ
い
た
音
（
オ
ン
）
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
つ
く
と
い
う
の

で
あ
る
。(
4)

以
上
、
二
つ
の
原
則
に
従
う
と
、
前
に
あ
げ
た
人
名
の
読
み
方
は
こ
う

な
る
。
わ
た
し
に
は
①
と
②
と
の
速
度
の
決
定
的
な
ち
が
い
は
分
か
ら
な

い
。①

チ
ャ
ー
／
チ
ル
（
二
・
二
）
―
―
二
拍
の
先
強
め
の
繰
り
返
し

・

・

ス
タ
ー
／
リ
ン
（
三
・
二
）
―
―
三
拍
の
二
拍
目
を
強
め
て
後
ろ
は

・

・

二
拍
と
な
る

②
ム
ッ
ソ
／
リ
ー
ニ
（
二
・
二
）
―
―
二
拍
子
の
後
ろ
強
め

・

・

ル
ー
ズ
／
ベ
ル
ト
（
三
・
三
）
―
―
三
拍
子
の
中
強
め

・

・

二
拍
子
、
三
拍
子
と
も
、
人
間
の
歩
み
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
と
も
に
労

働
の
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
。
二
拍
子
は
快
適
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
三
拍
子
は
遊
び
の
あ
る
ゆ
っ
た
り
し
た
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
コ
ト
バ

の
リ
ズ
ム
も
音
楽
と
同
じ
に
テ
ン
ポ
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
ジ
ャ

ズ
の
有
名
な
曲
で
あ
る
「
テ
イ
ク
フ
ァ
イ
ブ
」
は
五
拍
子
で
あ
る
が
、
三

拍
子
と
二
拍
子
と
に
分
か
れ
る
。

湯
山
氏
の
述
べ
る
読
み
方
の
速
い
遅
い
は
心
理
的
な
感
覚
に
も
と
づ
く

も
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
は
読
み
始
め
で
二
拍
子
を
と
る
か
三
拍
子
を

と
る
か
判
断
す
る
の
だ
。
読
み
出
し
の
一
節
が
二
拍
子
な
ら
ば
、
次
の
区

切
れ
に
も
二
拍
子
を
期
待
す
る
の
で
速
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
拍
子
で

始
ま
っ
た
と
き
に
は
、
次
の
節
で
も
同
じ
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
繰
り
返
そ

う
と
す
る
。
そ
れ
で
テ
ン
ポ
が
遅
く
な
る
。
二
組
の
人
名
の
読
み
方
の
差

も
そ
の
あ
た
り
に
あ
り
そ
う
だ
。

５
「
音
脚
」
あ
る
い
は
「
気
力
」

湯
山
氏
は
、
日
本
語
の
強
弱
リ
ズ
ム
を
基
本
に
し
て
、
日
本
語
の
音
声

言
語
の
研
究
を
し
た
。
そ
の
考
え
の
基
本
は
、
仮
名
文
字
で
表
記
さ
れ
る

一
音
節
を
リ
ズ
ム
の
単
位
と
し
て
、
強
弱
も
し
く
は
弱
強
に
よ
る
二
拍
子

の
リ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
一
文
字
を
一
音
節
と
し
て
読
ん
で
い
る
限
り
、
小
学
生
の
よ
う

な
た
ど
た
ど
し
い
読
み
方
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
の
課
題
と

し
て
、
文
の
強
弱
リ
ズ
ム
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
十
分
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
か
し

て
、
湯
山
氏
は
、
学
校
で
生
徒
が
教
科
書
を
読
む
こ
と
に
限
定
し
て
研
究

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
湯
山
氏
の
解
説
す
る
強
弱
リ
ズ
ム
を
越
え
た
文
の
読
み
方

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
次
の
例
文
を
一
音
ご
と
の
強
弱
で
読
む
と
、

次
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
に
な
る
。

ヒ
ノ

マ
ル
ノ

ハ
タ
（
日
の
丸
の
旗
）

・

・

・

・

バ
ン
ザ
イ
（
バ
ン
ザ
イ
）

・

・

バ
ン
ザ
イ
（
バ
ン
ザ
イ
）

・

・

湯
山
氏
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、
こ
の
強
弱
の
リ
ズ
ム
で
読
ま
せ
よ
う

と
す
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
例
で
も
一
音
ご
と
の
リ
ズ
ム
に
よ
る
読
み
方
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が
示
さ
れ
て
い
る
。

に
ほ

ん
の

は
た

だ

(

日
本
の
旗
だ)

・

・

・

・

指
示
す
る
と
お
り
に
読
む
と
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
。
わ
た
し
な
ら
ば
、
次

の
三
通
り
の
読
み
方
が
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
音
節
を
ま
と
め
て
リ
ズ
ム

を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
音
楽
で
い
う
な
ら
ス
ラ
ー
を
か
け
た
感
じ
で
あ
る
。

例
文
は
仮
名
四
文
字
と
三
文
字
の
音
節
で
あ
る
が
、
三
拍
で
も
二
拍
で
も

一
拍
で
も
よ
め
る
の
で
あ
る
。

○

ニ/

ホ
ン/

ノ
（
三
拍
）

ハ/
タ/

ダ
（
三
拍
）

○

ニ
ホ
ン/

ノ

（
二
拍
）

ハ
タ/
ダ

（
二
拍
）

○

ニ
ホ
ン
ノ

（
一
拍
）

ハ
タ
ダ

（
一
拍
）

こ
の
よ
う
に
音
節
を
ま
と
め
た
読
み
方
を
障
害
児
の
発
声
・
発
音
の
指

導
で
は
「
気
力
」(

5)

と
呼
ん
で
い
る
。
ひ
と
息
に
ま
と
め
て
発
音
す
る
音

(

オ
ン)

の
組
み
合
わ
せ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
折
口
氏
も
同
様
の
ま
と

ま
り
を
「
音
脚
」
と
呼
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
一
口
に
日
本
語
の
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
の
リ

ズ
ム
は
あ
る
が
、
音
節
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
こ
と
が

可
能
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
暫
定
的
に
「
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
」
と

呼
ん
で
い
る
。
フ
レ
ー
ズ
の
取
り
方
に
よ
っ
て
強
弱
の
リ
ズ
ム
は
か
な
り

自
由
に
つ
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
散
文
の
よ
み
で
は
読
み
手
が
積
極
的
に
リ
ズ
ム
を
付
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
読
み
手
は
文
の
係
り
受
け
を
明
確
に
す
る
た
め
の
間
（
マ
）

を
と
る
。
だ
が
そ
れ
は
受
け
身
の
読
み
方
で
あ
る
。
強
ア
ク
セ
ン
ト
の
位

置
は
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
と
の
関
係
で
変
わ
り
う
る
。
読
み
手
は
音
節
を
ま
と

め
て
自
由
に
強
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
特
定
の
文

の
要
素
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
が
表
現
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
フ
レ
ー
ジ
ン

グ
の
自
由
が
許
さ
れ
る
か
は
、
原
文
の
文
構
造
に
よ
る
の
で
あ
る
。

６
「
五
重
塔
」
の
フ
レ
ー
ジ
ン
グ

世
に
名
文
と
い
わ
れ
る
文
章
を
見
る
と
、
文
の
内
容
と
リ
ズ
ム
の
取
り

方
と
が
じ
つ
に
見
事
に
対
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
書
き
手

が
文
章
の
内
容
と
表
現
に
気
を
配
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
小
説
の
神
様

と
呼
ば
れ
た
志
賀
直
哉
は
、
ま
さ
に
「
リ
ズ
ム
」
（
6
）

と
題
し
た
文
章
で
、

す
ぐ
れ
た
文
章
の
性
格
を
語
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
ん
な
文
章
の
一
例
と
し
て
、
「
五
重
塔
」
の
一
部
を
と
り
あ

げ
よ
う
。
／
で
区
切
ら
れ
た
ひ
と
つ
な
が
り
を
一
単
位
と
し
て
、
同
じ
時

間
で
読
む
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
リ
ズ
ム
が
生
じ
る
。
音
韻
数
の
多
い
フ

レ
ー
ズ
は
テ
ン
ポ
が
早
く
な
り
、
少
な
い
フ
レ
ー
ズ
は
ゆ
っ
た
り
と
テ
ン

ポ
が
遅
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
よ
み
の
緩
急
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

原
文
の
「
語
り
口
」
を
効
果
的
に
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
今
し
も
台
所
に
て
は
／
下
婢
が
器
物
洗
ふ
音
ば
か
り
し
て
／
家
内
静

お

さ

ん

も

の

や

う

ち

か
に
、
／
他
に
は
人
あ
る
様
子
も
な
く
、
／
何
心
な
く
／
い
た
づ
ら
に

ほ
か

な
に
ご
こ
ろ

／
黒
文
字
を
舌
端
に
嬲
り
躍
ら
せ
な
ど
し
て
ゐ
し
女
、
／
ぷ
つ
り
と
そ

く

ろ

も

じ

し
た
さ
き

な
ぶ

お
ど

れ
を
噛
み
切
っ
て
／
ぷ
い
と
吹
き
飛
ば
し
、
…
…
」

「
五
重
塔
」
一
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た
と
え
ば
「
家
内
静
か
に
」
は
七
音
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
長
い
フ
レ
ー

や

う

ち

ズ
と
対
応
す
る
意
味
の
重
さ
が
あ
る
。
前
の
「
下
婢
が
器
物
洗
ふ
音
ば
か

お

さ

ん

も

の

り
し
て
」
は
、
い
わ
ば
述
部
を
引
き
出
す
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
あ
と

に
登
場
す
る
述
部
を
迎
え
る
た
め
の
経
過
部
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

フ
レ
ー
ズ
は
音
数
は
多
く
て
も
速
く
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
と
め

以
上
、
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
が
最
初
に
あ
げ
た
問
題
に
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
日
本
語
に
は
強
弱
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
や

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
ば
か
り
で
な
く
、
一
音
ご
と
の
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
や

フ
レ
ー
ズ
ご
と
の
強
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。

第
二
に
、
日
本
語
の
リ
ズ
ム
は
仮
名
文
字
で
表
記
さ
れ
る
一
音
ご
と
の

強
弱
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
小
学
生
の
よ
う
な
読
み
に
な
る
。

い
く
つ
か
の
音
節
を
ま
と
め
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
の
長
短
に
よ
る

リ
ズ
ム
が
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
音
を
ま
と
め
る
こ
と
で
強
ア
ク
セ
ン

ト
の
位
置
を
変
え
る
こ
と
が
読
み
手
の
表
現
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
の
基
本
と
な
る
最
小
単
位
の
ま
と
ま
り
は
、

二
音
と
三
音
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を
つ
く

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
意
味
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
文
章

の
リ
ズ
ム
も
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
を
箇
条
書
き
的
に
並
べ
て
お
く
こ
と

に
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
理
論
に
よ
る
単
語
の
ア
ク
セ
ン

ト
が
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
高
低
ア
ク

セ
ン
ト
理
論
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
こ
ま
で
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
の
強

弱
で
置
き
換
え
ら
れ
る
か
。
さ
ら
に
、
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
が
浄
瑠
璃
や
義

太
夫
な
ど
の
発
声
法
で
ど
う
表
現
で
き
る
の
か
。
放
送
の
世
界
で
研
究
さ

れ
て
き
た
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
文
学
作
品
の
表
現
が
可

能
な
の
か
。
文
学
作
品
の
音
声
表
現
に
お
い
て
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
を
有
効

に
す
る
た
め
の
発
声
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

以
上
が
、
わ
た
し
の
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
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