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◆ キーワード　歌謡／フルコト／和歌と呼ばれる詩／起源／類推の論理

う
た
と
は
何
か
再
考

藤 

井
　
貞 

和

一　
「
民
謡
」
と
現
代
詩
歌

　
〈
歌
謡
は
文
字
資
料
や
文
献
と
し
て
の
こ
さ
れ
て
も
、
ど
の
時
代
で
あ
ろ

う
と
だ
い
じ
な
口
語
資
料
な
ん
だ
〉
と
言
お
う
と
す
る
と
、で
は
早
歌
（
宴

曲
）
は
ど
う
な
の
か
。
早
歌
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
が
も
の
凄
く
、

し
か
も
そ
の
時
代
の
〈
文
語
〉
で
作
ら
れ
、
曲
の
中
心
に
さ
し
か
か
る
と

人
物
の
柏
木
や
浮
舟
が
出
て
く
る
。
七
十
九
曲
、
延
べ
百
九
十
八
箇
所
に

『
源
氏
』
が
出
て
く
る
と
外
村
南
都
子
氏
は
か
ぞ
え
て
い
る
（『
早
歌
の
心

情
と
表
現
』
三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
五
）。
関
東
武
士
た
ち
の
歌
謡
に
文
語

体
の
リ
ズ
ム
が
あ
ふ
れ
、『
源
氏
物
語
』
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
理
由
は
と

考
え
る
と
、
も
う
大
き
な
謎
だ
。
外
村
氏
の
副
題
は
「
中
世
を
開
拓
す
る

歌
謡
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
題
に
何
か
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

五
七
五
七
七
と
い
う
口
承
文
学
は
ご
く
現
代
に
な
か
ろ
う
。
五
七
五
と

い
う
口
承
文
学
も
な
い
と
思
う
。
俳
句
を
「
う
た
」
と
は
言
う
ま
い
。
し

か
し
歌
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
作
る
短
歌
を
「
う
た
」
と
言
い
習
わ
す
し
、

「
う
た
う
」
と
平
気
で
言
う
。
授
業
で
先
生
が
「
う
た
」
と
言
う
と
生
徒
た

ち
は
短
歌
の
こ
と
と
分
か
っ
て
い
る
し
、「
人
麻
呂
は
う
た
っ
た
」
と
か
、

「
家
持
が
う
た
う
」
と
か
、「
茂
吉
の
う
た
っ
た
う
た
は
…
…
」
な
ど
と
言

い
習
わ
し
て
疑
問
を
い
だ
か
な
い
。

　

詩
の
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
が
自
分
の
詩
作
に
つ
い
て
あ
る
人
と
話

し
て
い
て
、「
お
れ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
民
謡
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
詩
を
書

く
」
と
言
っ
た
と
、
こ
れ
は
大
岡
信
氏
か
ら
の
孫
引
き
な
が
ら
、
民
謡
を

口
ず
さ
ん
で
い
る
と
自
分
の
内
側
か
ら
こ
と
ば
が
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う

こ
と
ら
し
い
。
民
謡
は
だ
れ
が
作
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
し
、
年
代
が
た
ち
、

場
所
が
変
わ
る
と
、
こ
と
ば
も
ふ
し
も
変
わ
っ
て
く
る
、
そ
う
い
う
の
が

本
当
の
民
謡
で
、
そ
れ
を
口
ず
さ
ん
だ
り
聴
い
た
り
し
て
い
る
と
、
過
去

の
人
々
の
魂
と
い
う
か
、
情
念
と
い
う
か
、
そ
ん
な
も
の
が
蒸
留
さ
れ
て

は
い
っ
て
い
る
ん
だ
、
そ
れ
が
深
い
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
て
く
る

の
で
は
な
い
か
、
と
大
岡
氏
は
言
う
［
声
と
し
て
の
詩
─
─
朗
読
を
聴
い

て
即
興
的
に
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
六
八
・
七
］。

　

民
謡
と
い
う
語
を
そ
ん
な
に
簡
単
に
使
う
の
は
、
日
本
口
承
文
学
研
究
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と
し
て
、
や
や
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
た
び
の
『
こ
と
ば

の
世
界
』
４
「
う
た
う
」（
二
〇
〇
七
）
に
し
て
も
、
第
一
パ
ー
ト
は
「
民

謡
」
で
あ
る
。
邊
恩
田
氏
は
パ
ン
ソ
リ
に
つ
い
て
「
語
る
」
こ
と
と
「
う

た
う
」
こ
と
と
の
関
係
を
話
題
に
す
る
し
、
長
野
隆
之
氏
は
伝
承
的
な
起

源
を
持
つ
歌
謡
が
近
代
に
な
っ
て
「
民
謡
」
と
な
り
、
さ
ら
に
新
民
謡
と

し
て
現
代
に
定
着
す
る
さ
ま
を
追
っ
て
い
る
。
こ
の
一
冊
が
現
代
に
見
る

伝
承
形
態
の
視
座
を
と
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
思
い
至
る
。

　
〈
民
謡
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
変
化
し
な
い
ん
だ
〉
と
言
う
人
に
、
た
と

え
ば
こ
の
奈
良
に
も
縁
の
あ
る
土
橋
寛
氏
が
い
る
。
そ
の
場
合
、
村
社
会

で
の
歌
謡
と
い
う
こ
と
を
氏
は
考
え
て
い
て
、
そ
の
限
り
で
言
う
と
、
古

代
民
謡
と
近
代
の
民
謡
と
は
驚
く
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
と
『
古
代
歌
謡
の

世
界
』［
塙
書
房　

一
九
六
八
］
に
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
都
市
で
発
達
す

る
「
芸
謡
」
＝
専
門
家
に
よ
る
歌
謡
は
変
化
が
い
ち
じ
る
し
い
と
土
橋
氏

は
言
わ
れ
る
。
民
謡
も
芸
謡
も
含
め
て
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
と
、

変
化
の
奥
に
あ
る
変
わ
ら
ぬ
「
う
た
」
と
を
同
時
に
視
野
に
入
れ
る
と
い

う
教
え
だ
っ
た
と
い
ま
に
し
て
納
得
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
氏
の
「
カ

タ
ル
」
論
は
厚
い
壁
だ
っ
た
。

　

志
田
延
義
氏
の
『
日
本
歌
謡
圏
史
』［
至
文
堂　

一
九
五
八
］
を
い
ま
読

み
返
す
と
、
曲
節
を
伴
う
文
学
的
形
態
に
あ
っ
て
も
「
か
た
る
」
と
「
う

た
ふ
」
と
の
区
別
が
あ
り
、
そ
の
「
か
た
る
」
機
能
は
「
ふ
る
こ
と
」
に

発
す
る
の
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
私
の
唱
え
て
き
た
と
思
っ
た
「
ふ
る

こ
と
」
論
は
、
な
ん
だ
、
志
田
延
義
と
い
う
大
き
な
お
釈
迦
様
の
な
か
に

い
る
孫
悟
空
か
と
思
い
直
す
。

　

田
中
瑩
一
氏
が
蓄
積
の
す
え
に
出
さ
れ
た
『
口
承
文
芸
の
表
現
研
究

─
─
昔
話
と
田
植
歌
』［
和
泉
書
院　

二
〇
〇
五
］
の
中
心
課
題
で
あ
る
、

「
一
日
の
友
達
は
名
残
惜
し
の
友
達
／
洗
い
川
の
葭
の
根
で
文
を
参
ら
せ

う
や
れ
」
と
い
う
よ
う
な
洗
い
川
（
の
歌
）
や
、『
田
植
草
紙
』
の
田
植

歌
が
、
あ
ら
た
め
て
単
に
野
性
的
な
魅
力
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
中
国

山
地
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
田
植
歌
研
究
」［『
口
承
文
芸
研
究
』
三
〇　

二
〇
〇
七
］
で
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
田
植
本
の
場
合
、「
個
と
し
て
の

解
明
を
待
っ
て
い
る
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
研
究
の
視
野
の
ひ
ら
か
れ

る
思
い
が
し
き
り
に
す
る
。

　

高
木
史
人
氏
が
同
号
で
の
田
中
著
書
へ
の
長
い
書
評
の
な
か
で
、
田
中

氏
の
提
示
す
る
方
法
へ
の
つ
よ
い
異
和
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
も
興
味

を
そ
そ
ら
れ
た
。
民
間
口
承
説
話
（
散
文
伝
承
）
と
民
間
口
承
歌
謡
（
詩

的
伝
承
）
と
の
、
二
つ
の
枠
組
み
を
田
中
氏
が
提
案
す
る
の
は
、
昔
話
研

究
者
の
違
和
感
を
か
き
立
て
る
に
十
分
で
あ
る
と
と
も
に
、
方
法
的
な
ぶ

つ
か
り
あ
い
が
そ
こ
に
覗
い
て
い
る
と
し
た
ら
、
歌
謡
研
究
側
か
ら
の
積

極
的
な
方
法
的
提
示
が
さ
ら
に
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

　

田
植
歌
か
ら
は
題
材
の
広
さ
、
武
士
的
な
語
り
ぐ
さ
、
芸
能
者
と
の
交

渉
が
う
か
が
え
、
ま
た
『
中
世
近
世
歌
謡
集
』（
大
系
本
）
の
ほ
う
で
も
、

連
歌
に
似
た
付
け
合
い
の
妙
や
見
立
て
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、「
近
代
詩

の
手
法
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
志
田
氏
の
言
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
強
力
に
思
い
出
す
。
た
し
か
に
近
代
的
な
長
編
詩
を
読

む
思
い
が
す
る
と
言
っ
て
よ
く
、
田
中
氏
が
詩
的
伝
承
と
い
う
、
個
と
し

て
の
表
現
の
在
り
方
に
注
意
を
向
け
て
ゆ
か
れ
る
と
し
た
ら
、
伝
承
歌
謡
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を
い
ま
に
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
点
で
注
意
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

二　

フ
ル
コ
ト
の
な
か
の
歌
謡
─
─
起
源
的
性
格
の
一

　

起
源
的
性
格
論
は
ま
だ
延
命
し
て
い
る
の
か
と
叱
ら
れ
そ
う
だ
が
、
な

お
延
命
措
置
を
つ
づ
け
る
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
見
る
古
代
歌

謡
の
主
要
な
う
た
は
、
多
く
五
世
紀
代
に
だ
い
た
い
発
達
の
止
ま
っ
た
、

六
世
紀
に
は
古
典
と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
、
説
話
内
部
で
の
歌
う

人
物
た
ち
の
歌
と
し
て
あ
る
。
歌
謡
が
生
活
の
な
か
に
生
き
て
い
た
古
い

時
代
を
反
映
し
て
い
る
の
に
し
て
も
、
そ
う
だ
と
し
て
も
も
は
や
説
話
に

と
じ
こ
め
ら
れ
て
、
歌
謡
と
し
て
は
い
わ
ば
遺
物
で
し
か
な
い
。

　

そ
う
い
う
纏
ま
っ
た
古
代
説
話
の
こ
と
を
「
ふ
る
こ
と
」（
私
は
フ
ル
コ

ト
と
書
く
）
と
言
っ
た
。
フ
ル
コ
ト
に
注
意
し
た
早
い
段
階
で
の
研
究
者

と
し
て
、
私
は
徳
田
浄
と
い
う
学
者
に
注
目
し
て
き
た
。
徳
田
氏
も
ま
た

奈
良
に
か
か
わ
り
深
い
研
究
者
で
、
そ
の
『
原
始
国
文
学
考
』［
目
黒
書
店　

一
九
三
二
］
ま
え
が
き
に
「
佐
保
川
畔
に
て
」
と
あ
っ
た
。

　

徳
田
浄
も
、
志
田
延
義
も
、
フ
ル
コ
ト
は
語
部
の
「
古
詞
（
フ
ル
コ
ト
）」

に
発
す
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
お
り
、
私
も
そ
う
だ
と
思
う
。
だ
れ
も
が
そ

う
論
じ
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
代
歌
謡
は
私
に
と

り
、
フ
ル
コ
ト
（
古
語
）
つ
ま
り
古
代
説
話
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た

歌
謡
、
い
わ
ば
死
骸
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
屍
体
を
解
剖
し
て

助
動
辞
「
し
」
を
取
り
出
し
た
［『
物
語
文
学
成
立
史
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
七
］。
古
代
歌
謡
の
な
か
の
「
し
」（「
き
」
の
連
体
形
と
さ
れ
る
）

に
注
目
す
る
の
だ
。
す
る
と
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
四
番
歌
謡
で
見
る
と
、

『
お
き
つ
と
り
、
か
も
ど
く
し
ま
に
、
わ
が
ゐ
ね
〈
し
〉』
は
説
話
で
あ
り
、

過
去
に
そ
の
島
の
起
源
に
お
い
て
あ
っ
た
話
で
、
そ
れ
に
似
せ
て
自
分
も

ま
た
愛
人
を
連
れ
て
島
に
渡
る
と
い
う
展
開
だ
ろ
う
（「
わ
が
ゐ
ね
し
」
は

〈
わ
れ
と
わ
が
連
れ
寝
し
た
〉
の
意
）。
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う

こ
と
は
、
み
ぎ
の
『
二
重
か
ぎ
括
弧
』
の
部
位
が
物
事
の
神
話
的
起
源
、

オ
リ
ジ
ン
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
こ
ん
で
古

代
歌
謡
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
成
り
立
ち
だ
（
Ａ
類
と
す
る
）。

　
『
二
重
か
ぎ
括
弧
』
の
部
分
だ
け
を
取
り
だ
し
た
よ
う
な
歌
謡
も
い
ろ
い

ろ
あ
っ
て
（
B
類
と
し
て
お
く
）、「
史
歌
」（
稲
村
賢
敷
）
あ
る
い
は
「
譚

歌
（
バ
ラ
ー
ド
）」（
本
田
安
次
）
と
言
わ
れ
る
性
格
の
そ
れ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
本
来
は
事
物
の
起
源
を
歌
謡
で
示
し
た
の
が
始
ま
り
で
は
な

か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
小
野
重
朗
氏
が
沖
縄
お
よ

び
奄
美
の
歌
謡
か
ら
、
生
産
を
叙
事
す
る
う
た
は
神
話
的
起
源
を
示
し
て

い
る
の
だ
と
す
る
、
一
連
の
論
文
を
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
衝

撃
的
で
、
わ
れ
わ
れ
は
『
古
事
記
』
の
フ
ル
コ
ト
、
と
く
に
古
代
歌
謡
の

う
え
に
そ
れ
を
応
用
し
て
み
せ
た
、
と
い
う
次
第
だ
。
古
橋
信
孝
氏
が
こ

れ
を
生
産
叙
事
と
い
う
語
で
周
知
徹
底
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
〈
史
歌
〉
が
『
二
重
カ
ギ
括
弧
』
の
部
分
に
代
入
さ
れ
る
と
、
そ
の
部
分

を
修
辞
的
表
現
と
し
て
据
え
る
か
た
ち
の
歌
謡
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
古

代
歌
謡
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
装
置
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
古
代

歌
謡
の
な
か
に
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
き
」（
過
去
）
を
呼
び
入
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
一
編
の
歌
謡
の
う
ち
に
起
源
（
オ
リ
ジ
ン
）
譚
を
成
立
さ
せ
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て
い
る
の
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

古
代
歌
謡
の
特
徴
の
一
つ
は
、
起
源
譚
の
断
片
で
あ
る
枕
詞
や
、
そ
れ

を
代
入
す
る
た
め
の
縁
語
や
懸
け
詞
な
ど
の
技
法
が
発
達
し
て
い
る
こ
と

で
、
古
代
文
学
は
こ
の
よ
う
な
比
喩
法
の
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
の
在
り
方

を
決
め
て
い
っ
た
。
み
ぎ
の
Ａ
群
、
Ｂ
群
の
う
た
と
も
に
十
分
に
修
辞
的

で
あ
る
。

　

三　
「
う
た
う
」
語
源
─
─
う
た
状
態

　

私
は
川
田
順
造
氏
の
『
聲
』［
筑
摩
書
房　

一
九
八
八
］
を
レ
ジ
メ
に
引

用
し
た
。『
コ
ト
バ
、
言
葉
、
こ
と
ば
』［
青
土
社　

二
〇
〇
四
］
に
収
め

ら
れ
る
「
詩
と
歌
の
あ
い
だ
─
─
文
字
と
声
と
身
振
り
」（『
現
代
詩
手
帖
』

一
九
九
九
・
九
）
を
取
り
上
げ
て
、
や
や
批
判
的
な
言
い
方
に
な
る
け
れ

ど
も
、
い
つ
も
の
こ
と
で
許
し
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
氏
は
文

字
か
ら
始
め
る
の
だ
ろ
う
。
口
承
文
学
は
文
字
と
無
関
係
だ
か
ら
口
承
文

学
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
大
前
提
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
川
田
人
類
学

は
「
無
文
字
社
会
」
論
か
ら
開
始
し
て
文
字
へ
と
後
し
ざ
り
し
て
き
た
歴

史
な
の
か
。
む
ろ
ん
テ
ー
マ
と
し
て
な
ら
、「
口
承
文
学
と
文
字
」
と
い
っ

た
こ
と
は
十
分
に
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
文
字
が
二
次
的
に
作
用
を
及
ぼ
し

た
り
、
口
承
文
学
の
記
録
化
や
聞
き
書
き
に
お
け
る
あ
る
種
の
コ
ン
タ
ミ

ネ
ー
シ
ョ
ン
（
混
濁
）
を
話
題
に
し
た
り
、
と
い
っ
た
限
り
で
の
話
題
で

あ
っ
て
、
本
来
は
文
字
の
な
い
と
こ
ろ
に
口
承
文
学
は
生
き
て
不
足
し
な

い
。
譲
れ
な
い
一
線
だ
ろ
う
。

　
「
う
た
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
川
田
氏
と
し
て
は
か
な
り
乱
暴
な
こ

と
を
言
っ
て
い
て
、「
訴
ふ
」
を
基
に
据
え
る
折
口
信
夫
説
に
共
感
す
る
と

言
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
語
源
学
的
に
は
支
持
さ
れ
な
い
に
せ
よ
」
と
す

る
。「
語
源
学
的
に
は
支
持
さ
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
う
た
は

「
訴
え
」
だ
と
い
う
考
え
方
を
捨
て
き
れ
な
い
と
い
う
の
に
は
無
理
を
感
じ

て
し
ま
う
。

　

む
ろ
ん
語
源
学
じ
た
い
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
な
ら
成
り
立
つ
と

思
い
た
い
。
民
間
語
源
（
フ
ォ
ル
ク
ス
エ
チ
モ
ロ
ギ
ー
）
じ
た
い
は
口
承

文
学
上
の
だ
い
じ
な
財
産
で
、
神
話
や
説
話
が
大
発
達
し
て
き
た
一
因
は

そ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
民
間
語
源
説
な
ら
よ
い
の
で
、
そ
う

で
な
く
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
学
者
た
ち
は
、
同
じ
音
を
ベ
ー
ス

に
し
て
縮
め
た
り
膨
ら
ま
し
た
り
と
い
う
、
だ
じ
ゃ
れ
に
近
い
語
源
説
を

や
っ
て
、
カ
ゼ
は
吹
か
せ
る
か
ら
「（
ふ
）
か
ぜ
」
だ
と
か
、
顔
が
白
い
か

ら
お
も
し
ろ
い
（
面
白
い
）
と
か
い
っ
た
程
度
だ
。
東
洋
の
漢
字
の
国
で

は
シ
ュ
リ
フ
ト
ツ
ァ
イ
ヘ
ン
エ
チ
モ
ロ
ギ
ー
だ
と
新
村
出
氏
が
そ
れ
ら
を

名
づ
け
て
い
る
（『
語
源
を
さ
ぐ
る
』
旺
文
社
文
庫
な
ど
）、
文
字
記
号
で

語
源
を
解
釈
す
る
、
つ
ま
り
宛
字
を
宛
字
と
考
え
ず
に
字
の
意
味
に
よ
っ

て
解
釈
す
る
。
日
本
の
言
語
学
は
中
世
近
世
か
け
て
、
長
ら
く
そ
の
程
度

だ
っ
た
。

　

訴
え
る
か
ら
「
う
た
」
だ
と
い
う
の
は
、ウ
ツ
タ
ヘ
（
＝
「
う
っ
た
え
」）

の
「
ツ
」（
促
音
）
が
ど
こ
へ
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
問
え
ば
、
簡
単
に

崩
壊
す
る
。
新
村
の
ウ
チ
ア
フ
説
に
し
て
も
、
な
か
な
か
ウ
タ
に
は
な
ら

な
い
（
ウ
チ
ャ
に
な
る
）。
早
く
新
村
は
い
ろ
ん
な
考
え
方
を
列
挙
し
て
い



5

て
［「
ウ
タ
の
語
源
諸
説
」
一
九
三
二
］、
氏
自
身
、
も
と
も
と
は
「
拍
チ

合
フ
」
説
だ
っ
た
か
、
拍
子
を
打
ち
な
が
ら
歌
う
の
で
ウ
ツ
（
拍
つ
）
だ

と
い
う
。
金
田
一
京
助
説
は
ウ
ツ
ロ
と
か
ウ
ツ
ケ
と
か
、「
放
心
状
態
」
説

で
、「
折
口
信
夫
に
拠
る
と
」
と
す
る
も
の
の
、
自
身
の
ア
イ
ヌ
文
化
体
験

の
深
い
裏
付
け
を
へ
て
そ
の
考
え
に
到
達
し
て
い
る
。
ヤ
イ
カ
テ
カ
ラ
は

「
物
に
憑
か
れ
て
常
態
を
失
ふ
意
」
だ
と
い
う
の
が
金
田
一
説
の
出
発
点

だ
っ
た
は
ず
で
、
新
村
氏
は
こ
の
金
田
一
説
に
も
賛
成
し
て
い
る
。
ウ
タ

ガ
フ
の
「
ウ
タ
」、
オ
ト
（
音
）、
ウ
ラ
（
心
）
と
い
っ
た
語
と
の
関
係
を

氏
じ
し
ん
い
ろ
い
ろ
案
出
し
て
い
る
。

　

私
と
し
て
は
、
新
村
論
が
す
で
に
出
し
て
い
る
、
ウ
タ
ガ
フ
と
の
関
係

や
、
と
り
わ
け
太
田
善
麿
氏
の
注
意
し
て
い
た
［『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
』

Ⅰ　

一
九
六
二
］、
古
代
歌
謡
の
な
か
の
ふ
し
ぎ
な
こ
と
ば
た
ち
、
ウ
タ
ダ

ノ
シ
、
ウ
タ
タ
ケ
ダ
ニ
、
ウ
タ
ヅ
キ
マ
ツ
ル
や
、
そ
の
他
に
（
訓
読
語
な

ど
の
）
ウ
タ
タ
、
ウ
タ
テ
、
ウ
タ
ガ
タ
モ
な
ど
が
あ
り
、「
ウ
タ
」
の
つ
く

語
の
、
あ
ら
ぬ
疑
念
に
と
り
つ
か
れ
た
り
、
そ
ぞ
ろ
異
常
な
気
分
に
陥
っ

た
り
、
酒
宴
で
の
騒
乱
状
態
な
ど
、
共
通
し
た
意
味
あ
い
を
そ
れ
ら
が
持
っ

て
い
る
こ
と
を
、
ヒ
ン
ト
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
く

て
、
一
九
七
三
年
九
月
の
『
現
代
短
歌
大
系
』
月
報
12
に
、「〈
う
た
〉
─

─
未
開
の
声
」
に
、
い
ま
引
い
た
太
田
説
や
、
訓
読
語
な
ど
を
根
拠
に
、

ウ
タ
が
そ
う
い
う
未
開
の
心
、
う
た
状
態
か
ら
出
て
く
る
と
論
じ
た
。

　

こ
の
一
九
七
三
年
九
月
と
い
う
年
月
が
、
私
に
と
り
わ
り
あ
い
た
い

せ
つ
な
の
は
、
そ
の
翌
年
に
な
っ
て
大
野
晋
氏
が
『
岩
波
古
語
辞
典
』

（
一
九
七
四　

初
版
）
そ
の
他
で
、
ウ
タ
ガ
フ
や
ウ
タ
タ
と
の
関
係
に
注
意

し
て
い
る
、
つ
ま
り
ウ
タ
を
、
そ
れ
ら
の
ウ
タ
ガ
フ
や
ウ
タ
タ
か
ら
、「
自

分
の
気
持
を
ま
っ
す
ぐ
に
表
現
す
る
意
」
だ
と
説
明
す
る
し
か
た
は
、
私

の
意
見
と
ま
っ
た
く
ち
が
う
に
せ
よ
、
と
も
あ
れ
大
野
氏
の
言
い
出
す
一

年
前
に
私
な
り
の
意
見
を
発
表
で
き
た
こ
と
は
う
れ
し
い
。
し
か
し
、
ウ

タ
が
気
持
を
ま
っ
す
ぐ
表
現
す
る
と
い
う
説
明
に
は
同
意
で
き
な
い
。
ウ

タ
ガ
フ
は
心
の
も
や
も
や
や
疑
念
で
あ
り
、
ウ
タ
タ
は
気
が
そ
ぞ
ろ
に
無

闇
に
す
す
む
さ
ま
を
言
う
だ
ろ
う
。

　

四　

物
語
と
「
う
た
う
う
た
」

　

お
な
じ
「
う
た
」
で
あ
る
和
歌
と
呼
ば
れ
る
詩
と
歌
謡
と
の
そ
の
分
岐

点
は
ど
こ
か
と
い
っ
た
、
起
源
問
題
に
苦
し
ん
で
し
ま
う
。
和
歌
と
呼
ば

れ
る
詩
と
歌
謡
と
が
ち
が
う
面
を
大
い
に
持
つ
こ
と
は
当
然
だ
。
だ
い
た

い
歌
謡
と
い
う
、「
和
歌
」
以
外
の
い
っ
さ
い
を
一
纏
め
で
古
代
か
ら
近
代

ま
で
を
見
渡
す
言
い
方
が
近
代
主
義
だ
。〈「
歌
謡
」
と
い
う
の
は
「
う
た
」

の
歴
史
を
整
理
す
る
た
め
に
明
治
に
な
っ
て
与
え
ら
れ
た
名
称
の
よ
う
で

あ
る
〉
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
『
日
本
歌
謡
圏
史
』
に
見
え
る
。
整
理
す

る
た
め
の
呼
称
な
の
に
、
そ
れ
と
「
和
歌
」
と
が
ど
う
ち
が
う
の
か
と
考

え
る
こ
と
じ
た
い
、
近
代
の
発
想
な
の
だ
と
よ
う
や
く
気
づ
か
さ
れ
る
。

ど
の
よ
う
に
わ
け
て
も
お
お
も
と
で
一
括
り
に
詩
（
＝
う
た
）
で
あ
り
、

あ
く
ま
で
詩
的
言
語
内
部
で
の
「
和
歌
」
と
歌
謡
と
の
区
別
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
差
異
じ
た
い
は
厳
然
と
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
う
た

う
」「
う
た
わ
な
い
」
の
区
別
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
十
一
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に

「
う
た
う
」
と
い
う
言
語
行
為
な
い
し
身
体
行
為
が
ど
れ
ぐ
ら
い
出
て
く
る

か
。
催
馬
楽
を
う
た
う
と
い
う
の
が
、
延
べ
二
十
四
～
二
十
五
例
ほ
ど
、

風
俗
歌
が
三
例
ほ
ど
、
ほ
か
に
舟
歌
と
、
田
植
歌
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
催

馬
楽
歌
、
風
俗
歌
、
舟
歌
か
ら
は
細
や
か
に
歌
声
が
響
い
て
く
る
。
田
植

歌
と
い
う
の
は
小
野
の
里
の
女
性
た
ち
が
う
た
い
興
じ
て
い
る
の
で
、
お

そ
ら
く
室
内
で
動
作
を
伴
い
な
が
ら
う
た
う
の
だ
ろ
う
。

　

五
七
五
七
七
（
短
歌
形
式
）
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ら
の
絶
対
多

数
は
「
う
た
わ
な
い
」。
例
外
的
に
二
例
、「
う
た
う
」
と
い
う
短
歌
形
式

が
、「
若
紫
」
巻
と
「
須
磨
」
巻
と
に
あ
る
。
の
こ
る
七
百
九
十
首
余
り

は
「
う
た
わ
な
い
」
五
七
五
七
七
だ
。「
花
宴
」
巻
で
朧
月
夜
と
い
う
女
性

が
「
朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
」
と
い
う
の
は
「
う
ち
誦
じ
て
」、
つ
ま

り
朗
詠
み
た
い
に
し
た
の
だ
ろ
う
し
、「
紅
葉
賀
」
巻
で
紫
上
が
「
入
り
ぬ

る
磯
の
」
と
い
う
の
は
口
ず
さ
む
。「
口
ず
さ
む
」
と
い
う
の
は
、
決
ま
っ

た
フ
シ
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
永
池
健
二
氏
に
「
う
そ
ぶ
き
」

論
の
あ
る
通
り
で
、
薫
の
君
が
催
馬
楽
歌
「
梅
枝
」
を
う
そ
ぶ
き
な
が
ら

立
ち
寄
る
と
い
う
「
竹
河
」
巻
は
ま
さ
に
そ
ん
な
感
じ
だ
。

　

対
し
て
は
今
様
の
歌
声
が
、
つ
ま
り
今
様
歌
が
『
源
氏
物
語
』
か
ら
な

か
な
か
湧
い
て
こ
な
い
。
催
馬
楽
歌
や
風
俗
歌
が
流
行
遅
れ
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
い
う
こ
と
か
、
志
田
氏
は
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
よ
う
で
、
私

に
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
み
る
限
り
、
ど
の
場
面
か
ら
も

催
馬
楽
歌
そ
し
て
風
俗
歌
が
、
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
も
う
発
展
性
が
な
く
、

場
面
に
従
属
し
て
単
に
機
能
し
て
い
る
だ
け
だ
と
の
感
想
を
持
つ
。
そ
の

一
方
に
〈
い
ま
ど
き
の
歌
〉
と
い
う
べ
き
今
様
歌
の
歌
声
を
、
物
語
か
ら

み
る
か
ぎ
り
で
、
酒
宴
（
淵
酔
）
な
ど
の
奥
の
奥
に
う
た
わ
れ
て
い
る
は

ず
な
の
に
、
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
『
源
氏
物
語
』
は
歌
謡
的
に
陥
没
し
て
い
る
。

　

確
実
に
今
様
歌
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
枕
草
子
』
や
、
そ
し
て
ほ

か
で
も
な
い
紫
式
部
の
書
い
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
も
ど
ち
ら
も
『
梁
塵
秘
抄
』
に
見
ら
れ
る

歌
謡
だ
と
言
い
た
い
。
研
究
史
の
不
思
議
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
見
え
る

「
池
の
浮
草
」
が
『
梁
塵
秘
抄
』
の
う
た
（
三
三
九
歌
謡
）
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
現
代
の
注
釈
書
が
（
大
系
も
新
大
系
も
）
出
典
未
詳
と
す

る
。
の
ち
の
時
代
の
う
た
だ
と
こ
と
わ
っ
て
『
梁
塵
秘
抄
』
を
引
く
古
い

注
釈
書
や
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
否
定
す
る
注
釈
書
な
ど

が
あ
り
、『
紫
式
部
日
記
』
関
係
者
は
概
し
て
否
定
的
だ
。

　

対
す
る
に
歌
謡
の
研
究
者
は
だ
い
た
い
肯
定
的
で
、
催
馬
楽
歌
や
風
俗

歌
の
時
代
の
あ
と
に
今
様
歌
の
時
代
が
来
る
こ
と
に
不
自
然
さ
は
な
い
と

す
る
。
西
郷
信
綱
氏
の
『
梁
塵
秘
抄
』（
日
本
詩
人
選
）
も
積
極
的
に
こ
れ

を
認
め
る
。
こ
れ
を
認
め
ず
し
て
い
っ
た
い
紫
式
部
が
こ
こ
に
書
き
と
ど

め
て
お
い
て
く
れ
た
こ
と
の
真
意
を
何
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
、「
角
三
つ

生
い
た
る
鬼
に
な
れ
」
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
で
な
く
、
淵
酔
の
明
け

方
に
今
様
歌
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
、
も
し
冬
な
ら
「
足
冷
た
か
れ
、
酔
う

て
は
と
ゆ
り
か
う
ゆ
り
、
ゆ
ら
れ
あ
り
け
」（
同
）
と
い
う
歌
謡
は
所
か
ら

折
か
ら
、
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。
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五　

類
歌
─
─
起
源
的
性
格
の
二

　
『
万
葉
集
』
歌
が
二
十
巻
に
四
千
五
百
首
あ
ま
り
あ
っ
て
、
類
歌
（
類
似

す
る
異
な
り
歌
）
に
つ
い
て
は
一
冊
の
本
に
な
る
ぐ
ら
い
た
く
さ
ん
見
ら

れ
る
。『
萬
葉
集
の
研
究
第
三
─
─
萬
葉
集
類
歌
類
句
攷
』［
佐
佐
木
信
綱
、

岩
波
書
店
、
一
九
四
八
］
が
そ
れ
だ
。

　

朝
露
に
咲
き
す
さ
び
た
る
鴨
頭
草
〔
之
〕
の
─
日
斜
（
─
く
た
）
つ
共

（
─
な
へ
に
）〔
可
〕
消
ぬ
べ
く
〔
所
〕
念
ほ
ゆ

 
（
巻
一
〇
、二
二
八
一
歌　

花
に
寄
す
）

　

一
目
見
し
人
に
恋
ふ
ら
く
天
霧
ら
し
降
り
来
る
雪
〔
之
〕
の
─
〔
可
〕

消
ぬ
べ
く
〔
所
〕
念
ほ
ゆ 

（
同
、
二
三
四
〇
歌　

雪
に
寄
す
）

　

思
ひ
出
づ
る
時
は
〔
者
〕
─
為
便
（
─
す
べ
）
無
み
豊
国
〔
之
〕
の
木

綿
山
雪
〔
之
〕
の
─
〔
可
〕
消
ぬ
べ
く
〔
所
〕
念
ほ
ゆ

 

（
同
、
二
三
四
一
歌　

同
）

　
〔
如
〕
夢
（
─
い
め
の
ご
と
）
君
を
相
ひ
見
て
〔
而
〕
天
霧
ら
し
降
り
来

る
雪
〔
之
〕
の
─
〔
可
〕
消
ぬ
べ
く
〔
所
〕
念
ほ
ゆ

 

（
同
、
二
三
四
二
歌　

同
）

　

思
ひ
出
づ
る
時
は
〔
者
〕─
為
便
（
─
す
べ
）
無
み
佐
保
山
に
立
つ
雨

霧
〔
之
〕
の
─
〔
応
〕
消
ぬ
べ
く
〔
所
〕
念
ほ
ゆ

 

（
巻
一
二
、三
〇
三
六
歌　

寄
物
陳
思
）

　

恋
愛
歌
で
、
消
え
そ
う
な
ぐ
ら
い
に
恋
い
焦
が
れ
る
と
い
う
意
味
が
「
消

ぬ
べ
く
念
ほ
ゆ
」
と
い
う
表
現
を
核
に
し
て
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
「
う
た
」
を

産
む
。「
う
た
」
の
本
来
の
も
っ
と
も
大
事
な
効
用
に
恋
愛
お
よ
び
結
婚
に

お
け
る
仲
立
ち
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
。
書
く
か
、
だ
れ
か
に
お
ぼ
え
さ
せ

る
か
し
て
届
け
る
。
こ
の
こ
と
は
強
調
し
て
し
過
ぎ
る
こ
と
が
な
い
。
平
安

和
歌
な
ど
で
も
十
分
に
そ
の
こ
と
は
云
え
る
。『
蜻
蛉
日
記
』『
和
泉
式
部
日

記
』
な
ど
、
物
語
内
の
場
面
と
い
う
場
面
、
歌
物
語
の
段
と
い
う
段
、
す

べ
て
恋
愛
成
就
、
結
婚
成
就
に
至
る
一
環
と
し
て
和
歌
が
作
用
し
て
い
る
。

　

恋
愛
そ
し
て
結
婚
は
、
人
類
の
何
千
年
、
何
万
年
ま
え
か
ら
あ
っ
た
。
人

類
の
抱
く
感
情
と
し
て
最
も
古
め
か
し
く
、
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
だ
。
そ
の
間

に
生
ま
れ
て
き
た
人
類
の
個
体
数
は
も
の
凄
く
多
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
成

長
し
て
思
春
期
か
ら
適
齢
期
に
は
い
っ
て
く
る
と
、
恋
愛
し
、
結
婚
す
る
。

そ
の
と
き
に
「
う
た
」
が
必
要
に
な
る
。
以
前
に
だ
れ
か
が
使
用
し
た
の

を
そ
の
ま
ま
利
用
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
ど
う
せ
何
万
年
も
ま
え
か

ら
や
っ
て
き
た
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
新
し
い
の
を
作
ら
な
く
て

も
…
…　

け
れ
ど
も
、
そ
の
新
し
さ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

人
類
の
歴
史
に
置
い
て
み
て
、
自
分
の
恋
愛
ば
か
り
は
特
別
で
あ
り
、

よ
そ
に
な
く
、
始
め
て
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
に
和
歌
に
は
起
源
、
ビ
ギ
ニ
ン
グ
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
性
格
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
和
歌
が
大
量
に
作
ら
れ
た
理
由
を
そ
こ
に
求
め
る
し
か
な

い
。
う
ま
く
作
れ
な
い
人
は
プ
ロ
に
相
談
す
る
。
人
麻
呂
歌
集
は
そ
ん
な

た
め
の
手
控
え
を
大
量
に
の
こ
し
た
結
果
だ
ろ
う
。
基
本
は
自
分
で
作
る
。

だ
か
ら
先
行
の
和
歌
の
骨
格
を
利
用
し
て
、
字
句
を
換
え
た
り
、
上
下
を

入
れ
替
え
た
り
、
工
夫
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
作
歌
に
し
立
て
て

ゆ
く
。
あ
と
に
言
う
類
歌
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
個
人
の
歌
の
起
源
に
か
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か
わ
る
結
果
で
あ
り
、
量
産
さ
れ
る
。
一
編
一
編
の
和
歌
が
起
源
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
ビ
ギ
ニ
ン
グ
を
個
人
の
そ
れ
と
見
て
お

く
。
和
歌
と
呼
ば
れ
る
詩
は
そ
の
よ
う
な
〈
個
人
の
起
源
と
し
て
の
文
学
〉

で
あ
り
、
個
人
に
始
ま
る
新
し
さ
、
自
分
に
お
い
て
初
め
て
だ
と
い
う
「
起

源
」
を
作
り
出
す
。
創
作
文
学
で
あ
る
と
は
そ
の
謂
い
で
、
起
源
を
作
り

出
す
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
類
型
の
量
産
に
す
ら
個
人
に
よ
る
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
。

　

六　

現
在
の
起
源
─
─
起
源
的
性
格
の
三

　

こ
の
こ
と
は
歌
謡
に
お
い
て
類
似
し
た
の
が
、
時
代
を
へ
だ
て
て
も
、
ま

た
お
な
じ
歌
謡
集
の
な
か
に
も
見
つ
か
る
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
係
す
る

は
ず
だ
。『
万
葉
集
』
歌
の
初
期
は
歌
謡
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
だ

れ
も
が
思
い
つ
く
ら
し
く
て
、吉
本
隆
明
氏
の
『
初
期
歌
謡
論
』（
一
九
七
七
）

が
そ
う
だ
っ
た
し
、『
日
本
歌
謡
圏
史
』
も
あ
る
点
か
ら
す
る
と
そ
う
だ
。

け
れ
ど
も
『
万
葉
集
』
じ
た
い
が
歌
謡
集
で
な
い
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ

い
。
歌
謡
で
は
な
い
〈『
万
葉
集
』
歌
〉
を
集
成
す
る
こ
と
が
基
本
目
的

だ
っ
た
。
最
初
に
述
べ
た
言
い
方
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、「
人
麻
呂
は
う
た

わ
な
い
」、「
家
持
は
う
た
わ
な
い
」、
ま
し
て
「
茂
吉
は
う
た
わ
な
い
」。
そ

う
し
た
「
う
た
わ
な
い
（
和
歌
）」
と
「
う
た
う
（
歌
謡
）」
と
の
決
定
的
な

差
異
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
歌
謡
と
「
和
歌
」
と
の
聯
合
関
係
を
探
求
す

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
何
も
か
に
も
が
一
緒
く
た
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

話
が
一
巡
し
て
き
た
。
い
ま
あ
い
て
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
田

中
氏
が
言
っ
た
は
ず
の
詩
的
伝
承
に
つ
い
て
で
あ
る
。
土
橋
氏
が
一
九
六
〇

年
代
に
、
村
社
会
で
は
古
代
か
ら
近
代
ま
で
変
わ
ら
な
い
歌
謡
と
い
っ
て

い
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
の
こ
と
か
。
田
植
歌
で
言
う
と
「
今
日
で
は

わ
ず
か
に
神
事
や
芸
能
な
ど
の
中
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
だ
け
に
」（
田
中
）
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
口
承
文
学
が
都
会
で
は
激

動
期
を
へ
て
、「
近
代
」
を
ど
う
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
る
か
と
い
う
変
質
過
程

や
、「
近
代
」
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

『
口
承
文
芸
研
究
』
二
五
に
た
と
え
ば
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
集
が
あ
る
（「
日

本
口
承
文
芸
と
『
近
代
』　

二
〇
〇
二
）。「
そ
れ
は
お
も
に
浪
曲
や
浄
瑠
璃

な
ど
の
語
り
芸
に
つ
い
て
」
で
（
真
鍋
昌
賢
・
細
田
明
宏
両
氏
が
兵
藤
裕

己
『〈
声
〉
の
国
民
国
家
・
日
本
』
を
と
も
に
引
い
て
い
る
の
が
印
象
的
だ
）、

口
承
文
学
が
「
近
代
」
と
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
点
で
画
期

的
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
さ
し
お
い
た
り
、
軽
視
し
た
り
し
て
、
今
後
の

口
承
文
学
研
究
は
十
分
に
生
き
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

江
藤
淳
『
作
家
は
行
動
す
る
』［
講
談
社　

一
九
五
九
］
や
、
同
「
近
代

散
文
の
形
成
と
挫
折
」［『
文
学
』
一
九
五
八
・
七
］
の
趣
旨
は
、
日
本
社
会

で
私
小
説
（
＝
詩
的
小
説
）
の
よ
う
な
文
学
が
蔓
延
す
る
、
近
代
文
学
と

い
う
在
り
方
は
詩
的
な
言
語
や
感
情
が
バ
ケ
ツ
の
底
を
ぬ
け
て
ま
き
散
ら

さ
れ
た
み
た
い
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
底
が
ぬ
け
た
バ
ケ
ツ
の
中
身
も

ろ
と
も
、
日
本
近
代
の
詩
的
病
理
や
病
根
に
降
り
て
い
っ
て
、
一
種
の
行

動
家
＝
文
学
者
に
江
藤
氏
は
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
な
か
で
大

江
健
三
郎
氏
の
未
来
に
文
学
を
託
す
と
い
う
見
通
し
は
、
い
ま
に
実
証
さ

れ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
え
る
し
、
四
十
年
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
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と
す
る
世
界
の
詩
の
書
き
手
た
ち
の
ま
す
ま
す
の
行
き
詰
ま
り
、
引
き
こ

も
り
や
、
日
本
で
の
詩
人
や
歌
人
、
俳
句
界
な
ど
で
の
文
学
中
心
主
義
み

た
い
な
現
状
を
言
い
当
て
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
世
界
は
ま
す
ま
す
そ
の

観
を
呈
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
近
代
散
文
の
形
成
と
挫
折
」
の
な
か
に
、
そ
の
こ
ろ
の
私
に
よ
く
わ
か

ら
な
く
て
、
放
っ
て
お
い
て
あ
る
問
題
が
あ
っ
て
、
一
般
に
言
語
は
総
合
的

な
性
格
か
ら
分
析
的
な
性
格
へ
推
移
し
て
ゆ
く
、
言
い
換
え
れ
ば
非
機
能

的
か
ら
機
能
的
へ
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え

ば
英
語
は
比
較
的
整
然
と
、
こ
と
ば
の
論
理
化
の
過
程
を
た
ど
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
英
語
を
鏡
と
す
る
の
は
、
漱
石
も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
よ
し
と
し
て
も
、
興
味
深
い
の
は
、
総
合
的
な
段
階
に
あ
る
言
語
が
、

ま
っ
た
く
論
理
を
持
た
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
な

く
、
そ
こ
で
支
配
的
な
の
は
、
い
わ
ば
情
緒
的
な
論
理
、
つ
ま
り
類
推
の

論
理
だ
と
い
う
。
古
代
英
語
に
ケ
ニ
ン
グ
（kenning
）
と
い
う
修
辞
法
が

あ
る
と
江
藤
氏
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
「
海
」
を
「
白
鳥
の
通
う
路
」

と
言
い
、「
船
」
と
い
う
か
わ
り
に
「
海
の
馬
」
と
い
う
よ
う
な
の
だ
と
。

　

ヘ
イ
テ
ィ
（heiti

）
と
呼
ば
れ
る
修
辞
法
も
あ
る
よ
う
で
、
単
語
レ
ベ

ル
の
置
換
語
だ
っ
た
り
、
日
常
語
に
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
た
り
と
い
う

こ
と
の
よ
う
だ
。
剣
、
刀
は
ふ
つ
うsverd

（
古
ノ
ル
ド
語
）
で
あ
る
の
に

対
し
、
ヘ
イ
テ
ィ
で
はm

akir

と
言
う
の
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
ケ

ニ
ン
グ
で
は
、
剣
を
「
盾
の
災
害bane of shield

」
と
か
「
巻
き
上
げ
ら

れ
る
火w

ound-fire

」
と
か
言
う
の
だ
と
。

　

一
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
、
あ
る
い
は
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
用
法
と
い
う
の
か
、

類
推
の
論
理
だ
と
江
藤
氏
は
言
う
。
枕
詞
と
か
、
縁
語
と
か
、
懸
け
詞
と

か
、
な
る
ほ
ど
日
本
語
の
修
辞
法
は
、
象
徴
で
は
な
い
し
、
隠
喩
や
暗

喩
と
い
う
の
と
も
ち
が
う
し
（
換
喩
を
持
ち
だ
す
人
が
多
い
け
れ
ど
も
）、

困
っ
て
し
ま
う
。
類
推
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
な
ら
ば
な
り
た
つ
か
も
し

れ
な
い
。
比
喩
を
中
心
と
す
る
修
辞
法
の
研
究
は
欧
米
の
文
学
教
育
の
な

か
で
、
た
い
へ
ん
詳
し
い
。
い
ざ
そ
れ
ら
を
日
本
語
の
比
喩
法
へ
適
用
で

き
る
か
と
い
う
と
、
ほ
ん
と
う
は
あ
ま
り
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
日
本
語
は

ど
う
い
う
詩
を
可
能
と
し
て
い
る
か
と
い
う
、
大
き
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ

て
し
ま
う
。
和
歌
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
」
巻
に
、

　

心
あ
て
に
、
そ
れ
か
と
ぞ
─
見
る
。
白
露
の
光
添
へ
た
る
、
夕
顔
の
花

と
あ
る
よ
う
な
の
を
、
こ
ん
な
の
は
「
寓
喩
」（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
と
言
い
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
図
像
学
的
イ
メ
ー
ジ
が
ま
つ
わ
り
つ
く
ア

レ
ゴ
リ
ー
と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
夕
顔
の
花
が
持
つ
物
語
的
な
雰

囲
気
を
前
提
に
す
る
た
め
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
語
で
統
一
す
る
こ
と
に

し
た
。
こ
ん
な
ふ
う
で
、
適
切
な
修
辞
的
説
明
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。

　

ま
さ
に
人
物
を
花
に
（
あ
る
い
は
花
を
人
物
に
）
喩
え
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
の
で
、
類
推
と
い
う
関
係
で
比

喩
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
な
に
か
類
推

と
い
う
と
低
く
言
語
と
し
て
未
発
達
な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
な
い
。も
っ

と
象
徴
と
か
暗
喩
と
か
い
っ
た
高
度
の
技
術
を
駆
使
し
て
い
る
術
語
の
ほ

う
が
高
級
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
上
、
日
本
語
の
比
喩

法
は
、
枕
詞
と
か
、
縁
語
と
か
、
懸
け
詞
と
か
、
あ
る
い
は
人
物
を
花
に

寓
喩
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
中
心
で
あ
る
。
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あ
ら
た
め
て
歌
謡
の
言
語
は
ど
う
か
。
言
語
的
に
は
総
合
的
な
段
階
で
、

口
語
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
う
ま
い
縁
語
や
さ
り
げ
な
い
懸
け
詞
が
、
け
っ

し
て
減
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
洗
練
さ
れ
て
中
世
を
通
し
て
つ
づ
く
、
つ

ま
り
寓
喩
と
い
う
べ
き
在
り
方
が
発
達
し
て
類
歌
性
を
保
証
す
る
。
そ
れ

ら
は
和
歌
に
見
る
類
歌
と
ど
う
ち
が
う
の
だ
ろ
う
か
。
歌
謡
の
場
合
に
し

て
も
、
歌
垣
や
歌
会
、
歌
遊
び
な
ど
、
個
人
と
し
て
の
即
興
を
求
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
類
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
和
歌
に
見
る
類
歌
に
非

常
に
近
い
、
と
い
う
よ
り
和
歌
が
歌
謡
の
場
の
傍
ら
で
発
生
し
た
と
い
う

事
情
を
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
即
興
は
生
命
維
持
装
置
と
で
も
い
う
べ

き
性
格
の
現
場
性
で
あ
る
。
現
代
の
歌
曲
や
歌
謡
曲
に
な
る
と
個
人
と
い

う
起
源
に
関
与
せ
ず
、
類
型
的
な
感
情
を
あ
ら
か
じ
め
作
詞
家
が
歌
詞
と

し
て
用
意
し
て
、（
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
）
個
人
の
感
情
を
そ
こ
に
流
し
込
む

と
成
立
す
る
。
つ
ま
り
「
う
た
う
」
と
い
う
機
能
に
よ
っ
て
現
在
を
更
新

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う
現
在
と
は
「
う
た
う
」
い

ま
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
文
字
の
介
入
し
よ
う
の
な
い
現
場
性
が
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
歴
史
の
起
源
（
オ
リ
ジ
ン
）
を
語
る
の
が
古
代
歌
謡
・

史
歌
・
譚
歌
の
類
で
あ
り
、
個
人
の
起
源
、
ビ
ギ
ニ
ン
グ
と
し
て
和
歌
・

短
歌
が
あ
り
、
現
在
の
起
源
、
絶
え
ざ
る
い
ま
の
更
新
と
し
て
「
う
た
う
」

こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

去
年
の
秋
に
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
例
会
で
「
演
じ
る
戦
争
・
観
る
聴

く
戦
争
」
を
や
っ
た
関
連
で
、
一
言
述
べ
た
い
こ
と
。
一
九
四
五
年
六
月

一
日
に
は
大
阪
を
襲
っ
た
Ｂ
２
９
の
大
編
隊
が
通
過
し
、
う
ち
の
一
機
が

奈
良
市
を
油
脂
焼
夷
弾
で
攻
撃
す
る
。
私
の
居
住
し
て
い
た
法
蓮
佐
保
川

西
町
が
被
災
す
る
。
後
呂
忠
一
氏
の
「
奈
良
・
京
都
の
空
襲
と
東
大
寺
の

国
宝
疎
開
」［『
東
大
寺
学
園
中
高
研
究
紀
要
』
７　

一
九
九
六
・
一
］
に

よ
っ
て
見
る
と
、
奈
良
県
下
の
空
襲
年
報
で
は
終
戦
ま
で
に
合
計
三
十
三

名
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
七
月
二
十
四
日
の
近
鉄
大
阪
線
の
榛
原
駅
を
ね

ら
っ
た
機
銃
掃
射
で
は
、
乗
客
十
一
名
の
死
者
、
八
月
八
日
の
北
宇
智
国

民
学
校
や
駅
を
グ
ラ
マ
ン
四
機
が
襲
っ
た
場
合
は
、
二
機
が
飛
び
去
り
、

二
機
が
引
き
返
し
て
き
て
低
空
か
ら
攻
撃
し
、
女
性
の
先
生
や
女
生
徒
が
、

死
傷
し
て
い
る
。
古
美
術
や
古
い
お
寺
を
た
い
せ
つ
に
と
思
っ
た
の
で
奈

良
や
京
都
を
焼
か
な
か
っ
た
と
、
私
ど
も
は
小
学
生
の
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ

軍
に
感
謝
す
る
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
た
が
、
奈
良
や
京
都
の
子
供
た
ち
は

ど
う
信
じ
た
ら
よ
い
か
、
京
都
で
も
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
。
機
銃
掃

射
で
追
い
か
け
た
の
は
電
車
で
通
勤
や
通
学
す
る
乗
客
で
あ
り
、
と
く
に

小
学
校
へ
と
っ
て
返
し
て
女
性
た
ち
を
追
い
か
け
る
と
い
う
の
は
、
戦
争

心
理
だ
と
し
て
も
な
か
な
か
説
明
し
が
た
い
。
心
理
戦
争
み
た
い
な
奥
が

あ
る
よ
う
で
、
歴
史
の
な
か
で
風
化
さ
せ
た
く
な
い
、
現
代
の
課
題
と
し

て
依
然
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

　

秩
父
高
校
の
中
沢
史
典
氏
が
送
っ
て
く
れ
た
資
料
に
拠
る
こ
と
を
記
し

て
、
感
謝
し
た
い
。 

（
ふ
じ
い
・
さ
だ
か
ず
／
立
正
大
学
）


