
あ
る
本
質
論
ま
で
い
く
と
、
詩
歌
に
は
詩
歌
の
言
い
分
が
あ
る
わ

け
で
。
地
球
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
会
社
よ
り
詩

歌
の
ほ
う
が
重
要
な
ん
だ
っ
て
い
う
ね
。
極
論
が
あ
り
う
る
。

[

本
書
、
八
二
頁]

こ
の
一
節
を
聞
い
て
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。
て
ん
で
話
に
な
ら
な
い
、

と
歯
牙
に
も
か
け
ず
切
り
捨
て
る
か
。
も
し
く
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な

い
け
ど
…
…
、
と
釈
然
と
し
な
い
ま
ま
言
い
よ
ど
む
で
あ
ろ
う
か
。
だ

が
、
こ
れ
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
境
地
か
ら
の
放
言
な
ど
で
は
な
い
。｢
極

論
が
あ
り
う
る｣

と
い
う
言
い
方
は
、
む
し
ろ
謙
遜
の
よ
う
に
聞
こ
え

た
。
詩
歌
に
は
世
界
を
存
続
さ
せ
る
に
足
る
叡
智
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

生
存
を
目
的
と
し
た
生
産
や
労
働
と
い
っ
た
社
会
上
の
シ
ス
テ
ム
で
は

担
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
さ
ら
に
は
、
近
代
の
自
然
科
学
や
経
済

学
が
扱
い
に
手
を
焼
き
つ
つ
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
無
下
に
一
蹴
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
な
ん
と
な
く
も
や
も
や
し
た
ま
ま
抱
え
込
ん
で
き

た
も
の
、
そ
ん
な
未
定
形
で
不
透
明
な
も
の
に
向
き
合
う
叡
智
な
の
で

あ
る
。

穂
村
さ
ん
は
、
あ
る
同
一
の
人
物
が
会
社
で
課
長
で
い
る
時
と
、
帰

宅
し
て
家
庭
で
夫
に
な
る
時
を
対
比
さ
せ
、｢

生
き
の
び
る｣

と

｢

生

き
る｣

と
い
う
二
種
の
生
の
違
い
を
説
明
す
る
。
会
社
が

｢

生
き
の
び

る｣

た
め
に
は
課
長
代
理
が
必
要
だ
。
不
可
欠
な
も
の
、
唯
一
無
二
の

も
の
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
組
織
は
生
存
に
お
い
て

有
利
に
な
る
。
代
理
、
代
役
、
交
代
要
員
な
ど
の
層
の
厚
さ
は
、
組
織

の
強
靭
さ
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
組
織
の
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
の
こ
う
し
た
方
策
は
、｢

生
き
る｣

と
い
う
次
元

で
の
生
の
質
を
少
し
も
担
保
し
な
い
。
夫
の
代
理
が
い
つ
で
も
控
え
て

い
る
よ
う
な
家
庭
は
、
ど
う
に
も
雲
行
き
が
怪
し
い
。

人
は
こ
う
し
た
二
重
の
生
を
生
き
て
い
る
。｢

生
き
の
び
る｣

た
め

に
、
食
べ
た
り
、
寝
た
り
、
薬
を
飲
ん
だ
り
、
そ
ん
な
時
に
私
た
ち
は

生
物
種
と
し
て
の
必
然
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
食
物
や
睡
眠
の
摂
取
、
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さ
ら
に
は
投
薬
な
ど
は
、
お
し
な
べ
て
だ
れ
に
も
同
様
の
効
果
を
も
た

ら
し
、
ま
た
、
労
働
や
消
費
と
い
っ
た
経
済
活
動
は
、
効
率
性
や
有
用

性
に
基
づ
い
た
均
質
な
価
値
の
交
換
に
還
元
さ
れ
る
。｢

生
き
の
び
る｣

と
は
、
こ
う
し
た
非
人
称
の
営
み
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、｢
生
き
る｣

と
い
う
次
元
で
は
、
生
は
自
然
の
法
則
性
や
、

合
理
性
を
逃
れ
た
固
有
の
価
値
を
帯
び
る
。
そ
れ
は
共
通
の
度
量
衡
を

欠
く
ゆ
え
に
、
等
価
物
と
交
換
し
た
り
、
代
理
を
立
て
た
り
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
価
値
で
あ
る
。

平
素
、
人
は
こ
ん
な
こ
と
は
考
え
ず
に
出
勤
し
帰
宅
す
る
。
二
つ
の

異
な
っ
た
位
相
に
あ
る
生
存
と
生
は
、
日
々
の
営
為
で
は
整
然
と
し
た

棲
み
分
け
の
も
と
に
あ
る
。
だ
が
、
時
と
し
て
、
な
に
か
の
き
っ
か
け

で
生
は
生
存
を
侵
犯
す
る
。
そ
れ
は
生
が
、
生
き
の
び
る
こ
と
に
た
め

ら
い
を
覚
え
、
生
存
本
能
に
待
っ
た
を
か
け
る
瞬
間
だ
。

そ
う
し
た
ど
こ
か
危
う
い
契
機
を
経
る
こ
と
で
良
い
歌
は
生
ま
れ
る

よ
う
だ
。
本
書
で
穂
村
さ
ん
は
、
添
削
を
通
じ
て
二
つ
の
世
界
の
違
い

を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
、
添
削
と
い
っ
て
も
、
修
正
し
て
歌
を
良
く

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
語
彙
や
表
現
を
入
れ
替
え
て

現
に
あ
る
歌
を
改
悪
す
る
。
改
悪
例
を
見
て
、
も
と
の
歌
が
宿
す
妙
味

を
改
め
て
味
合
う
の
だ
。

一
首
目
が
歌
人
に
よ
る
短
歌
、
そ
の
後
に
改
悪
例
が
並
ぶ
。

目
薬
は
赤
い
目
薬
が
効
く
と
言
ひ
椅
子
よ
り
立
ち
て
目
薬
を
さ
す

河
野
裕
子

目
薬
は
ビ
タ
ミ
ン
入
り
が
効
く
と
言
ひ
椅
子
よ
り
立
ち
て
目
薬
を

さ
す

改
悪
例
１

目
薬
は
Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル
が
効
く
と
言
ひ
椅
子
よ
り
立
ち
て
目
薬

を
さ
す

改
悪
例
２

[

本
書
、
一
九
頁]

｢

赤
い
目
薬｣

｢

ビ
タ
ミ
ン
入
り｣

｢

Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル｣

の
そ
れ
ぞ

れ
が
、
生
の
異
な
る
水
準
に
対
応
し
て
い
る
。｢

Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル｣

は
、
市
場
経
済
に
お
け
る
商
品
と
し
て
、
価
格
と
薬
効
と
い
う
二
重
の

尺
度
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
る
。
要
は
、
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
問

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
価
値
に
勝
る
も
の
が
あ
れ

ば
す
ぐ
に
も
他
の
商
品
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
よ
り

良
い
も
の
を
よ
り
安
く
、
そ
ん
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る

世
界
が
こ
こ
に
は
あ
る
。｢

Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル｣

は
、
市
場
経
済
が
望

む
世
界
の
有
り
様
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
。

｢

ビ
タ
ミ
ン
入
り｣

も
、
ビ
タ
ミ
ン
の
機
能
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
、

ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、｢

Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル｣

に

比
べ
る
と
、
こ
こ
に
は
あ
る
種
の
幻
想
が
入
り
込
む
隙
が
あ
る
。｢

や
っ

ぱ
り
ビ
タ
ミ
ン
が
入
っ
て
い
る
の
が
効
く
の
よ
ね｣

と
言
う
時
、
は
た

し
て
、
私
た
ち
は
ビ
タ
ミ
ン
の
組
成
や
、
生
体
に
お
け
る
作
用
な
ど
を

つ
ぶ
さ
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
ビ
タ
ミ
ン
と
い
う
言
葉

大阪経大論集 第68巻第１号 187( 2 )



の
響
き
に
は
、｢

体
に
良
い
も
の｣

を
選
択
し
て
摂
取
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
た
科
学
一
般
に
つ
い
て
の
希
望
的
観
測
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ

と
同
質
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
無
農
薬
有
機
栽
培
や
特
定
保
健
用
食
品

な
ど
に
今
で
も
見
ら
れ
る
。

河
野
裕
子
さ
ん
の
短
歌

｢

赤
い
目
薬｣

は
、
こ
う
し
た
社
会
と
も
科

学
と
も
異
な
る
位
相
に
あ
る
。
目
薬
の
赤
は
コ
バ
ル
ト
を
含
む
ビ
タ
ミ

ン
の
総
称
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ�

の
色
に
由
来
す
る
ら
し
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

ど
う
で
も
良
い
。
目
薬
の
赤
は
、
そ
の
ま
ま
回
想
の
色
な
の
で
あ
ろ
う
。

わ
ざ
わ
ざ
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
り
、
天
を
仰
ぎ
点
眼
す
る
所
作
に
は
、

実
直
や
敬
虔
さ
え
も
感
じ
る
。
商
標
で
も
効
能
で
も
な
い
赤
は
、
名
と

意
味
を
失
っ
た
ま
ま
、
こ
の
唯
一
の
回
想
を
直
に
染
め
る
。
赤
は
社
会

か
ら
も
科
学
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
た
言
葉
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

言
葉
と
な
ら
回
想
の
実
相
に
ま
で
降
り
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。

添
削
に
あ
た
っ
て
の
改
悪
は
、
語
彙
の
置
換
と
代
入
に
よ
っ
て
表
現

上
の
価
値
が
ど
う
変
化
す
る
か
を
吟
味
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ

れ
は
か
つ
て
構
造
言
語
学
が
言
語
の
音
韻
を
確
定
す
る
た
め
に
行
っ
た

操
作
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
音
素

/ p /
の
無
声
性
を
有
声
性
に
置
き
換
え

れ
ば
、
異
な
る
価
値
を
持
っ
た
音
素

/ b /
が
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
。

た
だ
、
形
式
上
の
操
作
は
似
て
い
て
も
、
短
歌
の
添
削
は
こ
れ
と
は
ま
っ

た
く
事
情
が
異
な
る
。｢

赤
い
目
薬｣

と

｢

Ｖ
ロ
ー
ト
ク
ー
ル｣

の
対

立
は
、
音
素
の
よ
う
に
有
声
性

(

±)

と
い
っ
た
デ
ィ
ジ
タ
ル
な
差
異

に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
、
言
語
の
意
味
を
構
造
化
し
よ

う
と
し
た
言
語
学
が
大
し
た
成
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
、
言
語

は
意
味
と
関
わ
る
領
域
で
は
、
そ
う
や
す
や
す
と
言
語
学
者
の
手
に
負

え
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
穂
村
さ
ん
の
添
削
が
面
白
い
の
は
、
個
々
の

語
義
の
絶
対
値
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
語
彙
を
取
り
巻
く
周

囲
と
の
相
対
的
な
強
度
差
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

Ｕ
Ｆ
Ｏ
が
現
れ
た
と
き
専
務
だ
け

｢

友
達
だ
よ｣

と
右
手
を
振
っ

た

須
田
覚

Ｕ
Ｆ
Ｏ
が
現
れ
た
と
き
詩
人
だ
け

｢

友
達
だ
よ｣

と
右
手
を
振
っ

た

改
悪
例

[

本
書
、
一
二
五
頁]

社
会
一
般
で
は

｢

詩
人｣

は

｢

専
務｣

よ
り
も
中
核
か
ら
外
れ
て
お

り
、
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も

｢

詩
人｣

を
選
ん
だ
方
が
優
れ
た
短
歌
に
な

り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
ち
が
う
。
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
い
う
不
思
議
の
後

に
今
さ
ら
詩
人
が
き
て
も
も
う
驚
く
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
と

専
務
の
間
に
は
明
ら
か
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
そ
こ
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
が

生
じ
る
。
こ
の
強
度
の
変
化
が
も
た
ら
す
驚
き
を
穂
村
さ
ん
は｢

驚
異｣

と
呼
び
、
そ
れ
が
生
じ
る
た
め
は

｢

く
び
れ｣

が
必
要
だ
と
言
う
。

｢
く
び
れ｣

を
も
た
ら
す
の
は
、
太
↓
細
↓
太
と
い
っ
た
変
化
で
あ
り
、

絶
対
値
と
し
て
の
太
さ
や
細
さ
で
は
な
い
。
会
社
の
論
理
に
ど
っ
ぷ
り

浸
か
っ
た
専
務
と
、
現
実
離
れ
し
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
は
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｢

く
び
れ｣

が
生
じ
て
い
る
。｢

短
歌
を
作
る
と
き
は
、
チ
ュ
ー
ニ
ン

グ
を
ず
ら
す｣

、
そ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
異
な

る
世
界
ど
う
し
を
接
触
さ
せ
、
違
和
を
生
む
こ
と
だ
と
思
う
。

こ
う
し
た
違
和
は
、
た
と
え
ば
穂
村
さ
ん
の
次
の
よ
う
な
短
歌
か
ら

も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

赤
、
橙
、
黄
、
緑
、
青
、
藍
、
紫
、
き
ら
き
ら
と
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー

ま
み
れ
の
聖
書

穂
村
弘

『

手
紙
魔
ま
み
、
夏
の
引
越
し

(

ウ
サ
ギ
連
れ)』

[
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
六
六
頁]

大
学
生
の
頃
、
キ
リ
ス
ト
教
概
論
と
い
う
教
養
科
目
が
あ
っ
た
。
礼

拝
に
出
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
が
課
さ
れ
た
の
で
、
社
会
科
見
学
さ

な
が
ら
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
牧
師
の
説
教
を
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
思

い
が
け
ず
注
意
さ
れ
た
。
メ
モ
を
取
る
行
為
に
は
、
一
般
に
は
勤
勉
や

健
気
と
い
っ
た
印
象
が
伴
う
が
、
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
不
遜

に
当
た
る
ら
し
い
。
メ
モ
を
取
る
こ
と
は
、
牧
師
の
説
教
を
、
こ
れ
は

大
切
と
感
心
す
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
メ
モ
に
控
え
る

に
は
価
し
な
い
こ
と
を
見
抜
き
淘
汰
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

聖
書
に
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
を
施
し
、
こ
ち
ら
の
都
合
で
色
に
応
じ
た

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
付
け
る
の
は
、
聖
書
の
教
え
を
解
体
し
、
個
々
の
パ
ー

ツ
を
受
験
勉
強
の
よ
う
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
音
読
み
し
て

｢

セ
キ
、

ト
ウ
、
オ
ウ
、
リ
ョ
ク
、
セ
イ
、
ラ
ン
、
シ｣

。
ま
る
で
忍
者
や
密
教

の
僧
が
今
に
も
術
を
施
そ
う
と
、
掌
の
指
を
組
み
合
わ
せ
て
印
契
を
結

ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
聖
書
と
い
う
純
化
さ
れ
た
因
果
律
の
世
界
は
、

現
世
の
狡
猾
な
知
恵
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
プ
リ
ズ

ム
で
分
光
さ
れ
、
無
垢
の
彩
を
失
い
猥
雑
な
ま
で
に
色
分
け
さ
れ
た
世

界
。
大
罪
の
数
と
同
じ
だ
け
の
七
つ
の
色
。
そ
ん
な
た
っ
た
七
つ
の
意

味
で
満
ち
足
り
て
し
ま
う
世
界
に
私
た
ち
は
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
の
解
説
を
書
い
て
い
る
山
田
航
さ
ん
は
、
こ
こ
で
の
短
歌
の
発

想
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
で
も
役
に
立
つ
と
言
う
。｢

効
果
的
で
な
い｣

｢

意
味
が
な
い｣

｢

お
金
に
な
ら
な
い｣

と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
に

重
き
を
置
く
短
歌
は
、
社
会
の
周
縁
や
間
隙
に
あ
っ
て
見
過
ご
さ
れ
て

き
た
も
の
を
明
る
み
に
出
す
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は

異
質
な
世
界
ど
う
し
の
邂
逅
か
ら
生
じ
る

｢

ず
れ｣

を
演
出
す
る
必
要

が
あ
る
。
す
べ
て
は
こ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は

な
い
。
私
た
ち
の
意
識
は
夢
遊
状
態
の
ま
ま
ひ
と
つ
の
世
界
の
中
に
居

座
ろ
う
と
す
る
。
穂
村
さ
ん
の
改
悪
例
は
、
そ
う
し
た
ま
ど
ろ
ん
だ
意

識
が
従
う
傾
向
を
暴
い
て
い
る
。
一
方
、
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
の
が
詩

歌
の
醒
め
た
意
識
で
あ
る
。
改
悪
例
に
ぼ
ん
や
り
と
う
な
ず
き
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
短
歌
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。
詩
歌
は
夢

想
に
浸
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
世
界
を
醒
め

た
目
で
見
る
た
め
の
覚
醒
を
得
ん
が
た
め
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な

叡
智
を
私
た
ち
は
必
要
と
し
て
い
る
。

大阪経大論集 第68巻第１号 185( 4 )



注
記本

書

『

は
じ
め
て
の
短
歌』

は
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
成
美
堂
出

版
よ
り
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
に
河
出

文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
山
田
航
さ
ん
に
よ
る
解
説
が

新
た
に
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
文
で
引
い
た
穂
村
さ
ん
の
短
歌

｢

赤
、
橙
、
黄
、
緑
、
青
、
藍
、

紫
、
き
ら
き
ら
と
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
ま
み
れ
の
聖
書｣

に
言
及
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
穂
村
弘
・
山
田
航

『

世
界
中
が
夕
焼
け

穂
村
弘

の
短
歌
の
秘
密』

[
新
潮
社
、
二
〇
一
二
年
六
月]

を
参
照
し
て
い

ま
す
。
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