
自

由

詩

と

自

由

律

伊

藤

康

圓

1

周
知

の
と
お
り
、
明
治

の
新
体

詩
は
、
七

五
調

ま
た
は

五
七
調

の
定

形
詩

と

し
て
発
足

し
た
が
、

三
十
年
代

の
後

半

か
ら
、

そ

の
句
切
り

の
音
節
数

や
そ

の

組

み
合
わ
せ
方

に
、
七

四
調

や
四

五
五
調

や
、

七
五
七

の
句
切

り

の
行

と
五
七

五

の
句
切
り

の
行
を
交

互
に
組

み
合
わ

せ
る
形
式

な
ど
、
様

々
な
方

法
が
試

み

ら

れ

る
よ
う

に
な

り
、

つ
い
に
、

一
節

八
行

か
ら

な
る
各
行

が
、
"
七
四

・
七

四

・
四
四
六

・
七

四

・
七
四

・
四

四
六

・
七
四

・
四

四
六
"

と
な
る
よ
う

に
定

め
ら
れ
た
複
雑
を
き

わ
め
た
形
式

の
も

の
ま
で
作
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ

れ
ら

の
形
式

に
よ

っ
て
書

か
れ

た
も

の
は
、

す

べ
て
完
全

な
韻

文

で
あ

る
が
、

そ

の
韻
律
形
式

は
右

に
あ
げ

た
順

に
複
雑

な
も

の
に
な

り
、

そ
れ

に
比
例

し
て
、

そ

の

"
語
句

の
排
列

"
は
、
人

工
的

な
精
妙

さ
と
表
裏
す

る
不
自
然
さ
を
強

め

て
い

っ
た
。

こ
う

し
た
行
き

づ
ま
り
を
打
開

す
る
効
果
を
あ

る
程
度

持

っ
て
い
た

の
が
、

五
七

五

・
七

五
七

・
五
七

・
七

五
な
ど

の
句
切
り

の
行

を
不
規
則

に
排
列

す
る

方

法
や
、
各
行

ご
と

に
五
音
句

と
七
音

句
を
不
規
則

に
組

み
合
わ

せ
る
方

法

で

あ

っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
種

の
方

法

に
よ

っ
て
書

か
れ
た

"
語
句

の
排
列

"
は
、

五
音

と
七
音
と

い
う
特
定

の
音
節
数

で
枠
付

け
ら
れ

て
い
る
点

で
は
韻
文

の
領

域

の
も

の
で
あ

っ
た
が

、
各
行

に
お
け

る
そ
れ
ら

の
組

み
合

わ
せ
方
が

一
定

し

て

い
な

い
点

で
は
、

す
で

に
韻
文

の
範
疇

を
逸
脱
し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
た

が

っ
て
、
各
行

の
こ
う
し
た
句
切

り

の
音
節

数
が
、
字
余

り
や
字
足
ら
ず

と
し

て
意
識
さ
れ

る
範

囲
を

こ
え

て
不
規
則

に
な
れ
ば
、

一
定

の
韻
律
形
式

と
し

て

の
枠

は
消
滅
す

る
か
ら
、
そ

の

"
語

句

の
排
列
"

は
完

全

に
散
文

の
領
域

の
も

の
に
な

る
。

そ
し

て
、

こ
う
し
た
散
文

で
書

か
れ
た
詩
が
、

そ

の
後

近
代
詩

の
主
流

と
な

っ
た

"
自
由
詩

"

で
あ

る
。

つ
ま
り
自

由
詩

は
、
新
体

詩
以
来

の
行
分

け
書

法

で
表
記

さ
れ
た
も

の
で
は
あ

る
が

、
そ

の
語
句

の
構

成
自
体

は
、
本
質
的

に
は

散
文

に
属

す
る

の
で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら

日
本

語

の
場
合

韻
律

形
式

と

は
、
言
語

作

品

(
ま

た
は
言
語

表

現
)

に
お

い
て
、
語
句

の
そ
れ
ぞ
れ

の
ま

と
ま
り

(
句
)

の
持

つ
音

節
数
が
各

句

(
ま
た
は
各
行
)

と
も

一
定

に
ー

ま
た
は
各
句
ご
と

に
定

め
ら
れ
た
数

に

ー

な
る
よ
う

に
、
語
句

を
排
列
し

て
ゆ

く
た
め

の
規
定

で
あ

り
、
韻
文
と

は
、

そ
う
し
た
規
定

に
基
づ

い
て
作
ら
れ

た

"
語

の
つ
な
が
り

の
構

成
"

の
こ
と

で

あ

っ
て
、

こ
う

し
た
規
定

に
基
づ

か
な

い

"
語

の

つ
な
が

り
"
は
、
そ
れ
自
体
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散
文

だ
か
ら

で
あ

る
。

2

自

由
詩

の
場
合
、

そ

の
韻
律
上

の
規
定

を
全
く
持

た
な

い

"
語
句

の
句
切

り

の
関

係
"
が

一
般

に
自
由

律
と
呼
ば
れ
、
散

文
と

は
異

な
る
も

の
と
考
・見
ら
れ

て
き

た
理
由

の

一
つ
は
、

そ

の
行
を
分

け

て
書

く
表
記

法
が
、
"
詩
"

を
書

く

と
き
以
外

に
は
用

い
ら
れ

な

い
も

の
で
あ

る

こ
と
と
、
"
詩
"

と

"韻

文
"

と

を
同

一
視
す

る
通
念

の
た
め

に
、

そ

の
各
行

ご
と

に
句
切

ら
れ
た

"
一
連

の
語

句

の
排
列

の
形
態
"
が

、

一
種

の
自
由

な
韻

律
的
関
係

を
持

っ
て
い
る
よ
う
な

印
象

を
、
人

々
に
与

え
た
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
れ
が

単
な

る
錯
覚

に
す

ぎ

な

い
こ
と

は
、
行

分
け

の
有
無
が
韻
律

形
式

の
有
無

と
全
く
無
関
係

な
こ
と

を
考
え
れ
ば
明
白

で
あ
る
。

韻

文
を
行
を
分

け
ず

に
書

い
て
も
散

文

に
な
ら

な

い
よ
う

に
、
散
文

は
行

を

分
け

て
書

い
て
も

、
韻
文

に
な

る
わ
け
で
も
、
自
由
律
が

生
ず

る
わ

け
で
も
な

い
。
日
本

の
伝
統
的

な
韻
文

(詩
)

は
、
長
歌
も
短
歌

も
行
を
分
け
ず

に
書

か

れ

て
き

た
し
、

ま
た
、
そ
れ
ら

を
行

を
分
け

て
書

い
て
も
そ
れ
ら

の
韻
律

形
式

が
変
わ

る
わ

け
で
は
な

い
の
で
あ

る
。

実
際

の
詩
作

品

に
は
、
"
定

形
詩
"

と

"自

由
詩
"

の
中
間

の
形

を
持

つ
も

の
も
少

な
く

な

い
。
た
と
え
ば
、

五
音
句
と
七
音

句
と
を
不
規
則

に
組

み
合
わ

せ

て
作
ら

れ
た
詩

作
品
な
ど

は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
句

は

一
定

の
音
節
数

で
枠

づ
け

ら
れ

て
い
て
も
、
そ
れ
ら

の
組

み
合
わ

せ
が

一
定

し

て
い
な

い
点

で
、

こ
の
部

類

に
属
す

る
。

し
た
が

っ
て
、

こ

の
種

の

"
語

句

の
排
列

の
形
態

"
だ

け
を

i

一
定

の
音
節

数

の
句
切

り

(
律
)
が
自
由

に
排
列
さ

れ
て

い
る
と

い
う
意

味

で
ー

"
自
由
律

"
と
呼

ぶ

の
な

ら
、
た

し
か

に

"
自
由

律
"

と

い
う
韻

律

形
式

は
存
在

す
る
。

し
か
し
、
純

然

た
る
自
由
詩

(
一
切

の
韻
律
上

の
規
定
を
持

た
な

い

"
理
念

型
"
と

し

て
の
自

由
詩
)

の
場
合

は
、

"
自
由
律

"
と

は
言
葉

の
矛
盾

に
す
ぎ

な

い
。
"
自

由
詩
"

の
散
文

に
す
ぎ

な

い

"
語
句

の
句
切
り
方
"

を

"
自
由

律
"

と
呼

ん
だ
場
合

は
、
す

べ
て

の
散
文

の
文
章
が
自

由
な
韻
律
形
式

を
持

っ
て
い

る
こ
と

に
な

り
、
"
自
由
律

"
と

い
う
言
葉
自
体

が
無
意

味

な
も

の
な

っ
て
し

ま
う

か
ら

で
あ

る
。

む

ろ
ん
、
ど
れ

ほ
ど
多

く

の
人
が
、
自
由
詩

を
自
由
律

を
持

つ
詩

だ
と
思

い

込

ん
で

い
た
と

し
て
も
、

そ
れ

は
そ

の
人

た
ち

の
勝
手

で
あ

り
、
そ
れ
だ
け

の

こ
と
な
ら
、
何
も

と
や
か
く
言
う

つ
も
り

は
な

い
。
問
題

は
、
自

由
詩

の
出
現

以
来
長

期

に
わ

た

っ
て
、
詩

人
や
評
論
家

た
ち

に
よ

っ
て
、

こ
う
し
た
あ

り
も

し
な

い

"
自
由
詩

の
韻
律

"

の
解
明
を

目
差

し
た
多
く

の
不
毛

な
議
論
や
主
張

が
繰

り
返
さ
れ

て
き

た
こ
と

で
あ
り
、

そ
れ
ら

の
議
論

の
中

で
、
語
句

の
韻
律

の
問
題
が
、

い

つ
の
間

に
か
、
"
印

象
律
"

と
か

"
内
在

律
"
と

い
う

人
間

の

内
面

の
問
題

に
す

り
替

え
ら
れ

て
し
ま

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
種

の
議
論

は
、

自
由
詩

が

"
自
由
律

を
持

つ
詩
"

で
あ

る
こ
と

の
根
拠

を
、
詩

人

の
内
心

に
生

起

す
る

(
と
論
者

た
ち
が
信
じ

た
)

リ
ズ

ム
に
求

め
た
点

で
共
通

し
て
い
る
が

、

こ

の
こ
と

は
1

当

然

の
こ
と

な
が

ら
1

彼
ら
が

"
自

由
律
"

の
存
在

や
形

態

を

"
自
由
詩
"

に
お
け

る

"
語
句

の
句
切
り
"
自
体

に
よ

っ
て
は
説
明

す
る

こ
と
が

で
き
な

か

っ
た

こ
と
を
示

し
て

い
る
。

次

に
そ

の
実
例

と
し

て
、
渡

辺
吉
治

の

『
日
本

詩
歌

形
式
論

』
(
昭

3

・
神

保

書
店
)

の
中

の
こ

の
問
題

に
関
す

る
論
述
を
紹
介

し

て
お

こ
う
。
渡
辺

は

こ

こ

で
ま
ず

「長
詩

が
如
何

に
そ

の
形
式

上
、
自
由

で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
が

散
文

と
異

る
詩
歌

の

一
種

で
あ

る
限

り
、

少
く
と
も
、
何

等
か

の
韻
律
形
式

を
と
ら

な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

る
。

こ
れ
が

韻
律
形
式

は
、

長
詩

に
於

い
て
如
何

に
し

て
可
能
と

な
る
か
。
」
と
問
題

を
提
起

し

た
上

で
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
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わ
が
長
詩

に
於

い
て
現

る

二
感
情

は
、

フ
オ

ル
ケ
ル
ト
の
意
味

に
於
け

る

対
象
的

感
情

と
人
格
的

感
情

に
分
れ

る
。

(
中
略
)

こ

の
二

つ
の
感
情

の

う

ち
、
前

者
、
対
象
的
感
情

の
間

に

一
種

の
韻
律

を
求
む

る
こ
と
が

で
き

る
と
す

れ
ぽ

、

こ
れ
を
以

て
、
余

は
、
印
象
律

と
名
付
け

る
こ
と
が

で
き

る
と
考

へ
る
。
何
と
な

れ
ば

、
そ
れ

は
、
対
象

の
印
象
問

に
生
ず

る
韻
律

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
次

に
亦

、
後
者
、
即

ち
、
人
格
的
感
情

の
中

に

一

種

の
韻
律

を
覓

む

る
こ
と
が

で
き
る
と
す
れ
ば

、
こ
れ
を
以

て
、
余

は
、

内
在
律

と
称

す
る

こ
と
が

で
き
る
と
お
も

ふ
。
何

と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
、

作
家

の
内

的
態

度
間

に
生
ず

る
韻

律
だ

か
ら

で
あ
る
。
(
中
略
)

す
べ

て
、

韻
律

は

一
対
象

と
次

の
対
象

と

の
間

に
於
け

る

一
種

の
関
係

に
他

な
ら

ぬ

か
ら
、
韻
律

を
生
ず

る
対
象

は
、
そ

の
対
象
間

に
何
等

か
の
変
化

を
も

つ

て
ゐ
な

け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

(
同
書

一
〇
七

ペ
ー
ジ
～
～

一
一
〇

ペ
ー
ジ
)

右

の
文
章

で
渡

辺

は
、
"
印

象
律

"
や

"
内
在

律
"
を
、

そ
れ
ぞ

れ

「
対

象

的
感
情
」

(
ま

た
は

「
対
象

の
印

象
」
)

や

「
人
格

的
感
情

」

(ま

た

は

「
作

家

の
内
的
態

度
」
)

の
間

に

「
生
ず

る
韻
律
」

だ
と

し

て
い
る
が
、

さ
ら

に

「
す

べ

て
、
韻
律

は

一
対
象
と
次

の
対
象

と

の
問

に
於

け
る

一
種

の
関
係

に
他
な
ら

ぬ
」
と
述

べ
て

い
る
と

こ
ろ

を
み
る
と
、
彼

の
い
う

「
韻
律
」
と

は
、

そ
れ
ぞ

れ

の

「
感
情
」

(
「
対
象

の
印
象
」

や

「
作
家

の
内
的
態

度
」
)

の
間

の

「
関
係
」

自
体
を
指

し
て

い
る
ら
し

い
。

と
す
れ
ば
、
彼
が

こ
こ

で
説
く

「
印
象

律
」

や

「
内
在
律
」
が

語
句

の
排
列

に
お
け

る

「
韻
律
形

式
」
と
何

の
関
係

も
な

い
こ

と

は
明
ら

か
で
あ
る
。

ま

た
、
「
対
象
的

感
情
」
や

「
人
格

的
感
情
」

は
、

"
詩
作
品
"

に
だ

け
現
れ

る
も

の
で
は
な

い
は
ず
だ

か
ら
、

そ
れ
ら

の

「
関
係
」

や

「
変
化
」

を
自

由
詩

の
韻
律
だ

と
主

張
す

る
た
め
に
は
、
そ

の
前

に
、

そ
れ
ら

に

"
詩
"

と
他

の
場

合
と

で
ど

の
よ
う
な
違

い
が
あ

る
か
を
、
説
明

し
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。
が
、

彼

は
そ

の
こ
と
に

つ
い
て
は
、

一
言

も
ふ
れ

て
い
な

い

の
で
あ

る
。

そ
れ
な
ら
、

こ
れ
は
も
う
、
錯

誤
や
非
論
理

と

い
う
よ
り
、
む

し
ろ
、

あ
り
も

し
な

い

「
印

象

律
」

や

「
内
在
律
」

を
、
あ

た
か
も
あ

る
か
の
よ
う
に
見

せ
か
け

る
た
め

の
、

下

手
な
詐
術

と

い
う
べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

で
は
、

な
ぜ

、
右

の
渡
辺
説

の
よ
う

に
、
韻
律

の
問
題
を
作
者

の
内

心

の
問
題

に
す

る
替

え
る
と

い
う
詐
術

め

い
た
や
り
方

ま
で
し

て
、
自
由
律

の
存

在
が

主
張
さ

れ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
か

っ
た

の
か
。
ま

た
、

な
ぜ

、
そ

の
種

の
自

由
律
論
が
長
い
間
r

あ
る
意
味
で
は
現
在
ま
で
1

根
本
的
な
批
判
も
受
け

ず

に
通
念
化

し
て
き
た

の
か
。

そ

の
原

因

の

一
つ
は
、

(後

に
ふ
れ

る
が
)
"
韻

文

の
対
立
概
念

と
し

て
の
散
文
"

と

"
詩

の
対
立
概
念

と
し

て
の
散
文
"

と

の

混

同

に
あ

っ
た
と
考

え

て
よ

か
ろ
う
。
が

、

こ
の
問
題

を
取

り
あ
げ

る
た
め

に

は
、
そ

の
前

に
、

言
語

作
品
や
言
語
表

現

に
お
け

る

"
韻

文
"
と

"
散
文
"

の

機
能

や
性
質

の
違

い
に
つ
い
て
述

べ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

3

以
下
、
韻
文

と
散
文

の
関
係

に

つ
い
て
考
え

て
み
る
た
め

に
、
本
稿

の
文
章

を
、
し
ば

ら
く

の
間
、
文

の
句
切
り
が

な
る

べ
く

五
音
節

か
七
音

節

に
近

い
形

に

な
る

よ
う

に
、
書

い
て

み
よ
う
。
(
そ
れ
ぞ

れ

の
句

切
り

の
音

節
数

を
、
韻
文

に

な
ぞ
ら
え

て
、
そ
れ
ぞ

れ

の
ま
と

ま
り
ご
と

に
、
括
弧

の
中

に
記
入
し

て
お
く
)
。

わ
れ
わ

れ

は

(
五
)

「
い
や
ど

う
も
、
お
久

し
ぶ

り
で
ご
ざ

い
ま
す
」
、
「
こ

ん
な
も

の
、

何

の
役

に
も
立

ち
ま

せ
ん
」

(
以
上

五
七

五
)
、

「
そ

ん
な

こ
と

な

ど

言
わ
れ

て
も
、

別

に
う
れ
し
く
あ

り
ま
せ

ん

(
七

五
調
)

な
ど
と

い
う
言
葉

に

(
五
四
)

日
常

会
話

で
出
会

っ
て
も

(
八
五
)
、
普
通

で
は
、
韻

文

だ
と

は

気
付

か
な

い

(
五
七
五
)
。
ま

た
、
次

に
あ
げ

る
五
七
調

の
韻
文
や

(
八
六
五
)
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短
歌
形

式

の
文

な
ど
も

(
八

五
)
、

た

い
'て
い
は
、
そ

の
こ
と

に
気

付

か
ず

に

(
五
五
五
)
見

す
ご
し

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

(
五
七
)
。
、

「
そ
ん
な
と

き
、
わ

た
く

し

た
ち
は
、
そ

の
よ
う

な
仕
打

ち
を
受
け

て
ど

の
よ
う

な
想

い
を
す

る
か
、

考
え

て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
す

べ
て

の
人

に
考
え

て
も

ら

い
た

い
の
は
、
人

間

の
感
じ

る
こ
と
は
同
じ
だ

と

い
う

こ
と
な

の
だ

(
五
七
調
)
。

「
そ

の
よ
う

な
作

品

か
ら

は
、
わ

れ
わ

れ
は
感
銘

な
ど
を
受

け

は
し
ま

せ

ん
」

(短

歌
形
式
)
。

右

に
あ
げ

た
例
文

は

(
六

五
)
完

全

に
韻
文

で
あ

る
が

(
五
八
)
、
そ

れ

に

関

し

て
述

べ
た
部
分

も

(七

七
)
外
形

上

は
韻
文

に
近

い

の
で
あ

る

(
七

五

七
)
。

こ

の
よ
う

に
書

い
て
き

て

(
五
五
)
自
分

で
も
驚
く

の
だ
が

(
五
七
)
、

日
本

語

の
文

の
句
切

り
は

(
五
七
)
、
散
文

の
場
合

で
も

こ

の
よ
う

に

(
五

五

五
)
、

五
音

句

と
七

音
句

に

(
五

六
)
近

い
形

に
な

る
こ
と

が

珍

し

く

な

い

(七

五
七
)
。

(
音
節
数

の
記

入
は

こ
こ
ま
で
に
し

て
お
く
)
。

し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
㍉

れ

っ
き
と

し
た
韻

文
と

し
て
構
成

さ
れ
た
も

の
の

中

に
も
、
字

余
り
や
字

足
ら
ず

の
箇
所
が
含

ま
れ

て
い
る

の
は
普

通

の
こ
と

で

あ

る

の
に
、
逆

に
、

そ

の
よ
う
な
箇
所

の
全
く
な

い
純
然

た
る
韻
文

で
も
、
上

記

の
例

の
よ
う

に
、
韻

文
と
は
気
付

か
ず

に
ー

つ
ま
り
散
文

と
し

て
i

読

み

(聞

き
)
す
ご

し
て
し
ま
う
も

の
が
あ

る

の
は
、
な
ぜ

だ
ろ
う
。
一
言

で
い
・兄

ば

、
こ
れ
ら

の
例

は
す

べ

て
普
通

の
日
常
的

な
言
語
表
現

で
あ

り
、
そ

こ
に
は
、

後

に
述

べ

る
韻
文
固
有

の
性
質
や
効
果
が

全
く
認

め
ら
れ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

4

何
を
語

る

(表
示

す
る
)

に
し
て
も
、

1

特

に
文
章

に
書

く
場
合

は
i

用
語
や
叙
述
の
仕
方
に
そ
れ
な
り
の
工
夫
や
配
慮
が
必
要
で
あ
る
が
、
何
か
を

語

る

こ
と
を

一
義

的

に
目
的
と
す

る

一
般

の
言
語
表
現

で
は

(
日
常

の
談
話

を

含

め

て
)
、

そ
う
し
た
工
夫
や
配
慮

は
、
主
と

し
て
、
語

ろ
う
と
す

る
内
容

を
、

そ
れ
ぞ
れ

の
ジ

ャ
ン
ル
や
用
途

や
意

図

に
応
じ

て
、
適
切

な
順
序

で
、
適

切

に

語

る
た

め
に
な
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
そ

の
言
語
表
現

は
必
然
的

に
散

文

の

形

を
と

る
こ
と
・に
な
る
。
韻
文

は

一
定

の
韻
律
形
式

に
合

わ

せ
て
作
ら

な
け
れ

ば

な
ら
な

い

の
で
、
不
可
避
的

に
、
叙
述

(
表
示
)
機
能

の
面

で
、
用
語

上
余

分
な
も

の
や
不
足
な
も

の
や

不
適
切

な
も

の

(
つ
ま
り
表

示
機
能

の
歪

や
不
透

明
性
)
が

生
じ

る
か
ら

で
あ

る
。

(む

ろ

ん
、

こ

の
こ
と

を
抜
き

に
し

て
も
、

普

通

の
言
語
表
現

で
は
、
意
図
的

に
韻

律
形
式

に
合

わ
せ
る

こ
と

な
ど
、

不
可

能

な
だ
け

で
な
く
、
無
意
味

で
あ

る
。
前
記

の
例

は
、
普

通

の
言
語
表
現

が
、

そ

の
ま
ま

の
形

で
、
偶
然
韻

律
形
式

に
合
致

し

た
も

の
に
す
ぎ

な

い
。
)

し

か

し
、
韻
文

に
は
そ

の
反
面

必
然
的

に
、
そ

の
語
句

(
語
意
味

・
統
辞
的
意

味

・

語
感
な
ど

を
含

む
)

の
排
列
自
体

に
、
読
者

や
聞
き

手

の
関
心
や
興
味

を
惹

い

た
り
、
情
感

を
喚

起

し
た
り
す

る
性
質
や
、

口
ず

さ
み
易

い
と

か
覚

え
易

い
と

い

っ
た
利
点
が

あ

る
。

た
と

え

ば
、
交

通

安

全
標

語

に
、
「
あ

せ

っ
て

る
今

が

あ

な

た

の
赤

信

号
」

・

「手

を
あ
げ

て
渡

る
笑
顔

に
待

つ
笑
顔
」

な
ど

の
よ
う

な
韻
文

形
式

の

も

の
が
多

い
の
は
、
主

と
し

て
、
韻
文

の
持

つ

"
関
心
や
興
味

を
喚
起

す

る
性

質
"

を
利

用
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

一
般

に
こ

の
種

の
も

の
に
は
、
発

想
や
用

語

の
工
夫

に
多
少
余
分

な
も

の
が
見
ら
れ

る

の
は
、
韻
文
固
有

の
表

示
機
能

の

歪

み

の
た

め
で
あ

る
。

(前

に
例
示

し

た
韻

文
が
、
韻

文

の
よ
う
な
感

じ
を
持

た
な

い

の
は
、
そ

こ
に
こ
う
し
た
韻
文

に
固
有

の
工
夫
も
、
表

示
機
能

の
歪

み

も
見

ら
れ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
)

ま
た
、

仏
教

の
経
典

に
偈

(
韻
文
)
が
多

用
さ
れ

た
の
は
、

そ

の
経
文
を
覚

え

や
す
く
す

る
た
め
で
あ

っ
た
し
、
福
沢
諭
吉

が

『世
界
国

尽
』

を
七
五
調

で
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ア
ラ
マ
シ

書

い
た

の
も
、
世
界

の
地
理
や
歴
史

の

「
大
略
」
を
覚

え
や
す
く
語

る
た
め

で

あ

っ
た
。
そ

し
て
、

こ

の
種

の
長
編
作

品
を
韻
文

で
書

く
こ
と
が

で
き

た

の
は
、

そ
れ
ら
が
表
示
機
能

の
歪
み

に
堪
え

う
る
程
度

の
単
純

な
こ
と
が
ら
や
知
識

を

語

る

こ
と
を
目
的

と
す
る
も

の
だ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
、
韻
文

の
最

も
重
要
な
利
点

は
、
語
句

の
排
列

の
形

態

に
美
感

や
情

感

を
与

・兄
う

る
点

に
あ

っ
た
。
韻
文

の
こ
う
し

た
効
果

を
用

い
て
書

い
た
物
語

や
戯
曲

が
、
西
欧

の
古

典

に
お
け

る

"
叙
事

詩
"
と

"
劇
詩
"

で
あ

っ
た
が
、

こ

の
種

の
作
品
を
、
表

示
機

能

の
歪

み

の
不
可
避
的

に
伴

う
韻

文
形
式

で
作

り

え

た

の
は
、
当

時
、

そ
れ
ら

の
ジ

ャ
ン

ル
の
作
品

の

"
表
示
内

容
"

(作

中
人

物

た
ち

の
行
動
や
心

理
な
ど
)

に
近
代

の
小

説
や
戯
曲

ほ
ど

の
精

緻
な

"
描
写

や
叙

述
"

(表

示
機
能
)
が

要
求

さ
れ
な

か

っ
た
こ
と
と
、

そ
れ
ら

の
作

品
が

朗
読

さ
れ
た
り
劇

と
し
て
上

演
さ
れ

た
場
合

の
、
声
調

の
魅
力
が
重

視
さ
れ

た

こ
と

に
よ

る
。

(
日
本

の
古

典
文
学

に
、

こ
ヶ
し

た
叙

事
詩

や
劇

詩

の
よ
う

な

長
篇

の
韻

文
作
品
が
生

ま
れ
な
か

っ
た
の
も

、
新

体
詩

の
初
期

に
西
欧

に
模

し

て
作

ら
れ
た
こ
れ
ら

に
類

す
る
も

の
が
、
す

べ

て
失
敗

に
終

っ
た

の
も
、
長
篇

韻
文

に
不
向

き
な

日
本
語

の
音
韻

上

の
特
性

に
よ
る
)
。

西
欧

で
、
こ
う

し
た
長
篇

の
韻

文
作
品
が

近
世

以
降
衰
退

し
て
、
そ

の
か
わ

り

に
、

小
説

や
散
文
体

の
戯
曲

の
隆
盛
を
見

る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
文
芸

の

こ
の
種

の
ジ

ャ
ソ
ル
で
、
作

中
人
物

の
行
動

や
心
理

の
精
緻

で
リ

ア
ル
な
描
写

や
叙
述
が
重

視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
ま

た
、
描

写
し
叙
述
す

べ
き
内
容

(
表

示
内
容
)

の
複
雑
さ

に
、
韻

文
形
式

で
は
対
応

で
き
な
く

な

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

そ
し
て
、

こ
れ

に
伴

っ
て
、
そ
れ
ま

で
は

"
韻

文
形
式

の
作

品
"

と
し

て
し

か
意
識

さ
れ
て

い
な

か

っ
た

"詩

固
有

の
領
域
"

が
、
他

の
文
芸

や
言
語
作
品

の
ジ

ャ
ソ
ル
か
ら
区
別

さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、

そ
れ
ま

で

"
韻
文
"

の
同
義
語

に
す
ぎ

な
か

っ
た

"
詩
"

と
い
う
語
が
、
文
芸

に
お
け

る
固
有

の
ジ

ャ
ン
ル
の

名
称

と
し

て
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た

の
で
あ

る
。
"
散
文

"
と

い
う

語
が

、
"
韻
文

の
対
立
概

念
"

の
ほ
か

に

"
詩

以
外

の
言

語
作

品
"
を
指

す

の

に
も
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、

そ

の
た

め
で
あ

る
。

韻
文

の
持

つ
美
感

や
情
感
が

真

に
発
揮

さ
れ
る

の
は
、
鑑
賞

の
対
象
と
し

て

の
価

値
が

"
表
示

内
容
"

よ
り

も
そ

れ
を
表

示

す

る

"
語

の

つ
な
が

り

の
構

成
"

の
形
態

に
置

か
れ

る
、
本

来

の
意
味

で

の

"詩

作
品
"

に
お

い
て
で
あ

る
。

こ
う
し

た
純

然

た
る

"詩

作
品
"

を
作

る
に
は
、
"
語

の
つ
な
が

り
"
自

体

が
、
作
者

の
内
面

の
表
現

と
し
て

の
魅
力

や
情
感

を
読
む
老

に
感
得

さ
せ
る

よ

う

に
作
品

全
体
を
構
成

し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
が
、

そ

の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ

の
語
句

を
、
表
示
機
能

の
面

で
あ
る
程
度
以
上

の
歪
と
不
透
明
性

を
持

つ
よ

う

に
排
列
す

る

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
そ

し
て
、

こ

の
こ
と

は
、
自

由
詩

で
も

少
し
も
変

わ
り
は
な

い
。

実
際

の
言
語

表
現

で
は
、
"
韻
文
形

式

の
語

の

つ
な
が
り
"

で
も
韻
文

と
気

付

か
れ
な

い
も

の
も
あ
れ
ば
、
散

文

の

つ
も
り

で
書

い
た

"
語

の

つ
な
が

り
"

で
も
、
結
果

と
し

て
韻
文
形
式

に
な

っ
て
い
る
も

の
も
あ
る

こ
と

は

(
こ

の
両

者
は
結
局
同

じ
こ
と
だ
が
)
、

す
で

に
実
例

で
明
ら

か

に
し

た
と

お
り
で
あ
る
、

が

、
そ

れ
は
、
そ

れ
ら

の
言

語
表
現

で
、
"
語

の

つ
な
が

り
"
が
何

か
を
表

示

す
る

た
め
の
純

然
た

る
記
号

と
し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
た

め
で
あ

っ
た
。

と
す

れ
ば
、

こ
う

し
た
言
語
表
現

と
は
対
極
的
な
、
右

に
述

べ
た

よ
う

な
純
然

た

る

"
詩
作

品
"

の
場
合

は
、
そ

こ

に
用

い
ら
れ

る

"
語

の

つ
な
が
り
"
が

韻
文

形

式

の
も

の
で
あ
ろ
う
と
散
文
形
式

の
も

の
で
あ

ろ
う

と
、
そ

の

"
詩
作

品
"

の

内

的
構
造

や
価
値

と
全
く
無
関
係

で
あ

る
こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

こ
う
し

た

"
詩

作
品
"

の
う

ち
短

歌
以
上

の
長

さ

の
も

の
で
は
、

そ

の

"
語

の
つ
な
が
り

の
構

成
"

の
形
態
自
体

を
鑑
賞

の
対
象

と
し

て
読
者

に
印
象
付

け
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る

よ
う

に
作

品
を
構
成
す

る
に
は
、
行

分
け
書
法
が

き
わ

め
て
有
効

で
あ
る
が
、

そ
れ

は
殊

に
自

由
詩

で
は
、

必
要

不
可
欠

の
も

の
と

い
え

る
。

な
ぜ

な
ら
、
自
由
詩
を
行

を
分

け
ず

に
書

け
ば

、
そ

の

"
語

の

つ
な
が
り

の

構
成
"

に
お
け

る
そ
れ
ぞ

れ

の
部
分

の
構
成
上

の
関
係
が

不
明
瞭

に
な
る
だ
け

で
な
く
、

そ

の

一
連

の

"
語

の
つ
な
が
り
"

は
、
何

か
を
表
示

す
る
こ
と
を
目

的

と
す

る

一
般

の
言
語
作

品
や
、
そ

の
表

示
内
容

の
構
成

に
鑑
賞

の
対
象
と

し

て

の
価
値

を
置
く
小
説

な
ど

の
文
章

の
場
合

と
同
様
、
何

か
を
表

示
す

る
た
め

の
手

段

(
読
者

の
側

か
ら
見
れ
ば
、

そ
こ
に
表
示
さ
れ

て

い
る
も

の
を
知

る
た

め

の
手
段
)
と

し
て
読

み
す
ご
さ
れ

て
し
ま
う

か
ら

で
あ

る
。

定
形
詩

の
場
合

は
、
長
歌

の
よ
う

に
行

を
分
け
ず

に
書

い
て
も
、
そ

の
韻
律

形
式
が
知
覚

さ
れ

る
か
ぎ
り
、

そ
の
語
句

の
形
態
自
体
が
読

む
者

の
関

心
を
惹
く

か
ら
ま
だ

い
い
。

が

、
特
定

の
韻
律

形
式

に
よ
ら

な

い

(
つ
ま
り
散
文

で
構

成
さ
れ

た
)
自

由
詩

は
行
を
分
け

て
書

か
な
け
れ
ぽ
、
表

示
内
容

に
重
点

を
置
く

一
般

の
言
語

作
品

と
外
見
上
区
別

し

に
く

い
か
ら

で
あ

る
。

そ

し
て
こ

の
こ
と

は
、
単

に
詩
的

な
情
景

や
感
慨

を
表
示
す

る
だ
け

の
ー

つ
ま

り
、
言
葉

が
そ
れ
ら

を
表

示
す

る
手
段

と
し

て
用

い
ら

れ
て

い
る
だ
け

の

i

作
品
な
ら
、
言
葉
の
機
能
は
普
通
の
言
語
作
品
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
か

ら
、
行

を
分
け

て
書

く
必
要

は
全
く
な

い
こ
と
を
意
味
す

る
。

こ

の
よ
う
な
理

由

か
ら
、
同
じ
く
散
文

に
よ
る
も

の
で
も
、
右

に
述

べ
た
よ
う
な

"
詩

の
領
域

の
作

品
"
は
行
を
分

け
て
表
記
し

て

"
自
由

詩
"
と
呼
び
、

そ

の
鑑
賞

の
対
象

と
し

て
の
価
値
が

"
詩
的

な
要
素
を
持

つ
表

示
内
容

の
構
成

"

の
方

に
置

か
れ

て

い
る
作
品

は
、
行

を
分
け
ず

に
表
記

し

て

"
散
文
詩

"
と
呼
ぶ

の
な
ら
、

き

わ

め
て
事
理

に
か
な

っ
た

こ
と
と
言

え
る
。

こ
の
場
合

"
散
文
詩
"

と

い
う
呼

称

に
お
け

る

"
散
文

"
が
、

こ
れ

ま
で
述

べ
て
き

た
よ
う
な

"
韻
文

の
対

立
概

念
"
と

し
て
の
散

文

で
は
な
く

"
詩

の
対
立
概
念
"

と
し

て
の
散
文
、

つ
ま
り
、

表

示
内

容

に
重
点

を
置

い
た
言
語
作
品

(
ま
た
は
言
語
表
現
)

を
意
味
し

て
い

る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な

い
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
意
味

で

の

"
散
文
詩
"

と

は
、
本
来

の
詩

と

し

て

の
内
的

構
造

を
持

た
ず
、

そ

の

"
表

示
内

容

の
構
成

(
言
葉

に
よ

っ
て
表

示
さ
れ

た
情
景

や
内

面

の
世

界
)

の
方

に
詩
的

な
価
値
が

意

図
さ
れ

て

い
る
言
語
作
品

の
こ
と
な

の
で
あ

る
。

"
自
由
詩
"

と
呼
ば

れ

て
い
る
言
語
作

品

の
中

に
は
、
詩

固
有

の
内
的
構
造

を

持
た
ず
、
単

な
る
感
想
文

を
行

を
分

け

て
書

い
た
だ
け

の
も

の
も
少

な
く
な

い
。

こ
の
種

の
作

品
は

一
般

に

"
行
分

け
散
文
"

と
蔑
称

さ
れ

る
が
、

こ

の
場
合

の

"
散
文
"

も
韻
文

の
対
立
概

念

と
し

て
の
散

文

で
は
な
く

"
詩
"

で
な

い
も

の

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
も

の
ま

で
自
由
詩

と
呼
ぶ

の
な
ら

、
自
由
詩
と

散
文
詩

の
違

い
は
、
行
分

け

の
有
無
と

い
う
表

記
上

の
違

い
に
す
ぎ

な

い
こ
と

に
な
る
。

散
文
を
行

を
分

け

て
表
記

し
て
も
韻

文

に
は
な
ら

な

い
よ
う

に
、
詩

と
し
て

の
構
造

を
持

た
な

い
言
語
作
品

は
、
行
を
分
け

て
表
記

し

て
も
詩

に
は

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

"自

由
詩
"

は
自

由
律

に
よ
る
詩

だ
と

い
う
通
念

や

〃
印
象

律
論
"
・
"
内
在

律

論
"
な
ど
が
、
曖

昧
な
ま
ま

で
今

日
ま

で
放
置

さ
れ
て
き
た
理
由

の

一
つ
は
、

右

に
述

べ
た

"
韻
文

の
対
立
概
念

と
し

て
の
散
文
"

と

"
詩

の
対
立
概
念

と
し

て
の
散
文
"
と
が
混

同
さ
れ
、
自
由
詩
も
詩

で
あ

る
以
上
、
散
文

で

は
な

く
、
一
種

の
韻
文

に
ち
が

い
な

い
、

と

い
う
通
念
が
人

々
の
間

に
定
着

し
た
た
め

で
あ

る
。

ま
た
、

そ

の
第

二
の
理
由

は
、
定
形
詩

で
も
自

由
詩

で
も
、
真

に
詩

と

し
て

の
内
的
構
造

を
持

つ
作

品
は
、
散
文

(詩
以
外

の
言
語
作
品
)

と
は
全
く
対
極

的

な
言

語
作

品
と

し
て

の
構

造
を
持

っ
て
い
る

こ
と
を
、
誰

で
も
直

感
的

に
は

気
付
き

な
が
ら
、

そ

の
違

い
を
韻
文

と
散
文

と

の
違

い
と
し
て
し
か
把
握

し
え

な
か

っ
た

た
め
で
あ

る
。
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