
1 　文字の歌を歌うということ

歌
と
は
何
か

　

今
年
、
中
学
一
年
に
な
っ
た
下
の
娘
が
受
験
勉
強
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
史
の
宿
題
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
て
い
た

ら
、
突
然
「
ア
レ
ク
サ
！
」
と
呼
び
か
け
る
。
そ
し
て
「
織
田
信
長
は
い
つ
の
人
？
」
な
ど
と
聞
い
て
い
る
。
す
る
と
ア
レ
ク
サ
は
答
え

て
く
れ
、
娘
は
宿
題
帳
に
答
え
を
書
く
。「
ア
レ
ク
サ
！
織
田
信
長
は
何
を
し
た
人
？
」「
ア
レ
ク
サ
！
豊
臣
秀
吉
は
い
つ
の
人
？
」

…
…
。「
そ
れ
じ
ゃ
宿
題
に
な
ら
ん
だ
ろ
う
」
と
笑
っ
た
も
の
だ
。
ア
レ
ク
サ
は
Ａ
Ｉ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
言
う
の
だ
そ
う
だ
。
ほ
か
に
も
、

「
ヘ
イ
！
シ
リ
」
と
か
「
オ
ッ
ケ
ー
グ
ー
グ
ル
」
と
か
が
あ
る
ら
し
い
。「
ア
レ
ク
サ
！
テ
レ
ビ
点
け
て
」
と
い
え
ば
、
テ
レ
ビ
も
点
く
の

で
あ
る
。
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
が
見
た
ら
、
ま
る
で
魔
法
と
思
う
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
え
ば
、
上
の
娘
と
よ
く
見
た
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
で
も
、
魔
法
学
校
ホ
グ
ワ
ー
ツ
の
学
生
は
、「
ウ
ィ
ン
ガ
ー
デ
ィ
ア
ム
レ
ビ

オ
ー
サ
」
と
か
声
に
出
し
て
、
物
を
浮
か
せ
る
練
習
を
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
、
目
に
見
え
な
い
モ
ノ
を
動
か

す
の
は
、
音
声
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
た
だ
の
音
声
で
は
な
く
、「
ア
レ
ク
サ
！
」
と
か
「
オ
ッ
ケ
ー
グ
ー
グ
ル
」
と
か
、「
ウ
ィ
ン
ガ
ー

デ
ィ
ア
ム
…
」
と
か
、
一
定
の
決
ま
り
や
抑
揚
が
必
要
だ
。
そ
の
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
形
の
一
つ
に
、
日
本
で
言
え
ば
五
七
音
を
基
調

と
す
る
和
歌
が
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
モ
ノ
に
訴う

っ
た

え
る
の
が
歌う

た

な
の
だ
。

文
字
の
歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
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声
に
出
し
て
歌
わ
れ
る
和
歌

　
『
万
葉
集
』
に
、

海わ
た

の
底
奥お

き

つ
白
波
立
田
山
何い

つ時
か
越
え
な
む
妹い

も

が
あ
た
り
見
む
（
巻
一
・
八
三
）

〈
海
の
底
の
奥
深
く
か
ら
白
波
が
立
つ
龍
田
山
、
こ
の
山
を
い
つ
越
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
妻
の
家
の
辺
り
を
早
く
見
た
い
も
の
だ
〉

と
い
う
歌
が
あ
る
。
海
の
底
の
奥
深
く
か
ら
白
波
が
立
つ
、
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
だ
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
た
つ
」
の
掛
詞
に

よ
っ
て
、
今
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
難
所
、
龍
田
山
と
重
ね
ら
れ
る
。
龍
田
山
は
大
和
（
奈
良
）
と
河
内
（
大
阪
の
東
南
部
）
の
境
界
の

山
、
旅
の
危
険
が
潜
む
、
言
い
換
え
れ
ば
悪
い
神
が
祟
り
を
な
す
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
旅
に
出
た
男
は
、
こ
う
い
う
難
所
で
、
妻
や
故

郷
を
偲
ぶ
歌
を
歌
う
。
妻
や
故
郷
は
、
故
郷
の
神
に
守
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
歌
い
込
む
こ
と
が
、
旅
の
恐
怖
を
や
わ
ら

げ
、
故
郷
の
神
に
旅
の
安
全
を
祈
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
よ
く
似
た
女
の
歌
が
、
後
代
の
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
に
登
場
す
る
。
大
和
か
ら
龍
田
山
を
越
え
て
、
河か

ふ
ち内

国
高た

か
や
す安

郡
に
住
む

別
の
女
の
も
と
に
行
く
夫
の
、
旅
の
安
全
を
祈
っ
た
有
名
な
歌
で
あ
る
。

風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
立
田
山
夜よ

は半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

〈
風
が
吹
く
と
沖
の
白
波
が
立
つ
。
龍
田
山
を
こ
ん
な
夜
中
に
あ
な
た
は
ひ
と
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
〉

　

夜
中
に
沖
の
方
で
立
つ
白
波
、
こ
れ
も
恐
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
だ
。
悪
神
が
白
波
を
起
こ
し
て
旅
人
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
イ
メ
ー
ジ
が
、
や
は
り
「
た
つ
」
に
よ
っ
て
龍
田
山
と
重
ね
ら
れ
、
夫
の
旅
を
心
配
し
、
そ
の
安
全
を
祈
る
妻
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
夫
は
、
別
の
女
の
も
と
に
行
こ
う
と
す
る
自
分
を
快
く
送
り
出
す
妻
を
疑
っ
て
、
庭
の
植
木
の
陰
に
隠
れ
て
様
子
を
見
て
い

た
。
妻
は
よ
く
化
粧
を
し
て
こ
の
歌
を
歌
う
。
化
粧
す
る
の
は
、
そ
れ
が
神
に
祈
る
神
聖
な
行
為
だ
か
ら
だ
。
夫
は
そ
の
歌
を
聞
き
、
高

安
の
女
の
も
と
に
は
通
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
、
歌
の
力
を
描
い
た
章
段
で
あ
る
。
男
は
庭
の
植
木
の
陰
か
ら
そ
の
歌
を
聞
い
た
の
だ
か

ら
、
妻
は
、
こ
の
歌
を
音
と
し
て
発
声
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
故
郷
の
神
と
い
う
見
え
な
い
モ
ノ
に
夫
の
旅
の
安
全
を
祈
る
た
め
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で
あ
る
。
万
葉
の
男
の
歌
も
、
や
は
り
声
に
出
し
て
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
奈
良
時
代
に
東
国
か
ら
徴
集
さ
れ
、
北
九
州
の
沿
岸
警
備
に
あ
た
っ
た
防さ

き
も
り人

た
ち
の
歌
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
夫

婦
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

足あ
し

柄が
ら

の
御み

坂さ
か

に
立た

し
て
袖
振
ら
ば
家い

は

な
る
妹い

も

は
清さ

や

に
見
も
か
も
（
二
十
・
四
四
二
三
、
埼さ

き
た
ま
の
こ
ほ
り

玉
郡
上か

み
つ

丁よ
ぼ
ろ

藤ふ
じ
わ
ら
べ
の

原
部
等と

母も

麿ま
ろ

）

〈
足
柄
山
の
峠
に
立
っ
て
袖
を
振
っ
た
ら
、
家
に
い
る
妻
は
、
は
っ
き
り
と
私
を
見
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
〉

色
深
く
背
な
が
衣
は
染
め
ま
し
を
御
坂
た
ば
ら
ば
ま
清
か
に
見
む
（
二
十
・
四
四
二
四
、
妻め

、
物も

の
の
べ
の部

刀と

じ

め
自
売
）

〈
濃
い
色
に
あ
な
た
の
衣
を
染
め
れ
ば
よ
か
っ
た
。
足
柄
の
峠
を
越
え
る
と
き
に
、
は
っ
き
り
と
見
え
る
で
し
ょ
う
か
ら
〉

　

足
柄
山
の
峠
も
ま
た
、
難
所
で
あ
る
。
悪
神
が
旅
人
を
狙
っ
て
い
る
。
夫
は
峠
で
袖
を
振
っ
て
妻
と
の
、
つ
ま
り
故
郷
の
神
と
の
近
さ

を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
実
際
に
は
濃
い
色
で
染
め
て
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
妻
は
、
は
っ
き
り
と
で
は
な
く
て
も
見
よ
う
と

歌
う
。
こ
う
し
た
歌
も
、
声
に
出
し
て
歌
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

夫
婦
は
、
夫
が
難
所
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
お
互
い
に
声
に
出
し
て
相
手
を
思
う
歌
を
歌
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
郷
の
神
の
加
護

を
祈
り
、
お
互
い
の
不
安
を
癒
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

文
字
の
受
容

　

と
こ
ろ
で
、『
万
葉
集
』
の
歌
も
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
も
、
文
字
で
書
か
れ
た
歌
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
人
々
は
、
中
国
か
ら
漢
字
を

受
容
し
、
徐
々
に
漢
字
に
よ
っ
て
日
本
語
を
記
す
工
夫
を
重
ね
て
き
た
。

　
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
よ
れ
ば
、
倭
の
奴
国
の
王
が
「
漢
委
奴
国
王
」
印
綬
を
受
け
、
後
漢
の
冊さ

く
ほ
う封

体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
洪

武
帝
の
建
武
中
元
二
年
（
五
七
年
）
で
あ
る
。
以
来
、
漢
字
は
中
原
王
朝
と
の
関
係
の
中
で
機
能
し
て
き
た
。
埼
玉
県
の
稲い

な
り
や
ま

荷
山
古
墳
出

土
の
鉄
剣
に
は
、
四
七
一
年
の
銘
が
あ
る
が
、
五
世
紀
に
は
か
な
り
広
範
に
漢
字
が
使
わ
れ
、
七
世
紀
に
は
文
字
に
よ
る
行
政
が
広
が
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り
、
八
世
紀
初
頭
に
は
文
字
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
国
家
、
す
な
わ
ち
律
令
国
家
が
成
立
す
る
。

　

こ
う
し
た
漢
字
の
受
容
の
流
れ
の
中
で
、
土
着
の
言
語
や
、
漢
字
の
背
後
に
あ
る
中
国
的
な
概
念
、
思
想
の
輸
入
に
よ
っ
て
新
た
に
作

ら
れ
た
言
語
が
、
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
字
は
、
一
字
が
意
味
と
音
と
を
表
す
表
語
文
字
で
あ
る
。
漢
字
の
、

意
味
を
表
す
側
面
を
利
用
し
て
、
土
着
の
言
語
を
表
す
方
法
が
訓
で
あ
り
、
例
え
ば
「
山
」
と
表
記
し
て
、
土
着
の
言
語
「
や
ま
」
と
発

音
す
る
。
ま
た
、
漢
字
の
音
を
表
す
側
面
を
利
用
し
て
、
土
着
の
言
語
を
表
す
方
法
が
音
仮
名
で
あ
り
、「
夜
麻
」
と
表
記
し
て
同
じ
く

「
や
ま
」
と
発
音
す
る
。
す
で
に
、
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
は
、
自
ら
の
名
「
乎ヲ

ワ

ケ
獲
居
」
や
雄
略
天
皇
の
名
「
獲ワ

カ

タ

ケ

ル

加
多
支
鹵
」
を
音
仮

名
で
記
し
て
い
る
。
平
安
朝
に
始
ま
る
平
仮
名
や
片
仮
名
も
、
音
仮
名
か
ら
生
ま
れ
た
。

　
『
万
葉
集
』
で
は
訓
字
を
中
心
と
し
て
付
属
語
を
音
仮
名
で
表
記
す
る
訓
字
主
体
表
記
と
、
す
べ
て
を
一
字
一
音
の
音
仮
名
で
表
記
す

る
音
仮
名
表
記
が
多
い
。
ま
た
、
漢
語
は
主
語
―
述
語
―
目
的
語
の
順
で
文
を
作
る
が
、
日
本
語
は
、
主
語
―
目
的
語
―
述
語
の
順
で
文

を
作
る
。
音
仮
名
表
記
が
日
本
語
の
語
順
に
な
る
の
は
当
然
だ
が
、
訓
字
主
体
表
記
の
場
合
も
日
本
語
の
語
順
で
表
記
す
る
の
が
ふ
つ
う

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
万
葉
和
歌
は
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
土
着
の
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万
葉
人
は
、
そ
し
て
平
安
朝
の
人
々
は
、
や
は
り
声
に
出
し
て
歌
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
歌
は
目
に
見
え
な
い

モ
ノ
に
働
き
か
け
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

音
数
律
の
歌

　

た
だ
異
な
る
面
も
あ
る
。
文
字
以
前
の
歌
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
せ
て
歌
わ
れ
る
の
だ
が
、
文
字
で
書
か
れ
た
万
葉
の
歌
は
メ
ロ
デ
ィ
ー

に
乗
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
五
音
七
音
を
組
み
合
わ
せ
た
長
歌
や
短
歌
と
い
う
音
数
律
（
音
数
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
る
リ
ズ
ム
）
に
乗
せ

て
、
い
わ
ば
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
五
音
七
音
を
基
調
と
す
る
リ
ズ
ム
を
和
歌
は
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
あ
た
り
を
、
私
が
二
十
年
間
調
査
し
て
い
る
、
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中
国
西
南
部
に
暮
ら
す
モ
ソ
人
と
い
う
少
数
民
族
の
人
々
の
歌
を
手
掛
か
り
に
、
少
し
想

像
し
て
み
よ
う
。
モ
ソ
人
は
四
川
省
と
雲
南
省
の
省
境
、
標
高
三
千
メ
ー
ト
ル
弱
の
盆
地

に
暮
ら
す
人
々
で
あ
る
。

　

雲
南
省
永
寧
郷
八バ

瓦ワ

村
の
ア
ゼ
ス
ガ
（
モ
ソ
人
、
男
、
当
時
二
九
歳
）
は
歌
の
上
手

だ
。
一
九
九
九
年
、
ア
ゼ
ス
ガ
に
ア
ハ
バ
ラ
（
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
を

即
興
で
何
首
か
歌
っ
て
も
ら
っ
た
後
、
そ
の
歌
を
記
録
す
る
た
め
に
、
今
歌
っ
た
歌
を
、

歌
う
の
で
は
な
く
話
す
よ
う
に
言
っ
て
ほ
し
い
と
注
文
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
モ
ソ
語

を
通
訳
し
て
く
れ
る
ア
ウ
ォ
ジ
パ
は
す
ぐ
に
そ
れ
が
で
き
る
か
ら
、
当
然
す
ぐ
に
話
す
口

調
で
歌
を
繰
り
返
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ

た
。
ア
ウ
ォ
ジ
パ
は
中
学
を
卒
業
し
て
い
て
漢
字
が
書
け
る
の
で
、
漢
字
を
音
仮
名
と
し

て
、
つ
ま
り
万
葉
仮
名
風
に
聞
い
た
歌
を
メ
モ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
漢
字
の
書
け
な
い
ア
ゼ
ス
ガ
に
は
、
私
の
出
し
た
注
文
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い

ら
し
い
。
私
は
す
で
に
彼
の
歌
っ
た
歌
が
、
ア
ハ
バ
ラ
と
い
う
七
音
＋
七
音
で
一
首
を
な

す
歌
形
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
告
げ
、
一
音
ず
つ
区
切
っ
て
「
ア
ハ
バ
ラ
マ
ダ
ミ
、
バ
ラ
ヤ
ハ
ア
リ
リ
」
と
指
を
折

り
な
が
ら
説
明
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
や
ろ
う
と
し
て
も
な
か
な
か
う
ま
く
区
切
れ
が
合
わ
な
い
。
彼
は
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
載
せ
て
歌
っ
て
お
り
、
七
音
の
区
切
れ
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
区
切
れ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
え
っ
て
彼
は
、
歌
い
な
が

ら
指
を
折
っ
て
、
本
当
に
七
音
＋
七
音
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
た
。
音
数
で
リ
ズ
ム
を
作
る
こ
と
を
音
数
律
と
い
う
が
、
音
数

律
は
文
字
で
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
時
、
私
が
思
い
出
し
た
の
は
紀
貫
之
が
『
土
佐
日
記
』
に
書
き
残
し
た
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
九
三
五
年
、
土
佐
守
の
任 歌を掛け合うモソ人の男女。歌声はかなり遠くまで響く。
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を
終
え
、
和
泉
国
（
大
阪
の
南
西
部
）
の
沖
を
都
に
向
け
て
航
行
し
て
い
た
貫
之
は
、
ふ
と
船
頭
の
言
葉
に
耳
を
と
め
た
。
早
く
出
航
し

よ
う
と
促
す
と
、
舵
取
り
が
舟
子
た
ち
に
「
み
ふ
ね
よ
り
お
ほ
せ
た
ぶ
な
り
、
あ
さ
ぎ
た
の
い
で
こ
ぬ
さ
き
に
、
つ
な
で
は
や
ひ
け
」（
お

船
か
ら
の
ご
命
令
だ
。
朝
の
北
風
の
吹
く
前
に
綱
を
早
く
引
け
）
と
言
っ
た
。
そ
れ
が
歌
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
の
で
書
き
出
し
て
み
る
と
、

ほ
ん
と
う
に
三
十
一
文
字
（
五
七
五
七
七
）
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
字
で
書
か
れ
る
こ
と
で
音
数
律
が
確
か
め
ら
れ
た
わ
け
だ
。

五
七
音
音
数
律
の
広
が
り

　

西さ
い

條じ
ょ
う

勉つ
と
む

は
、「
ア
ジ
ア
の
中
の
和
歌
」（
岡
部
隆
志
・
工
藤
隆
・
西
條
勉
編
『
七
五
調
の
ア
ジ
ア　

音
数
律
か
ら
見
る
日
本
短
歌
と
ア

ジ
ア
の
歌
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
で
、
和
歌
の
音
数
律
は
声
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
音
楽
の
要
素
を
切
り
離
し
、「
ウ
タ
フ
」

か
ら
「
ヨ
ム
」（
詠
・
誦
・
読
）
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
。
音
楽
の
要
素
を
切
り
離
す
と
、
そ
こ
に
は
日
本
語
が
内
在
す

る
リ
ズ
ム
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
西
條
は
、
坂
野
信
彦
（『
七
五
調
の
謎
を
と
く
―
日
本
語
リ
ズ
ム
原
論
』
大
修
館

書
店
、
一
九
九
六
）
に
よ
り
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
日
本
語
の
リ
ズ
ム
は
二
音
を
一
拍
と
し
て
四
拍
八
音
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と

す
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
八
音
の
「
ビ
ン
｜
ボ
ウ
｜
ヒ
マ
｜
ナ
シ
」
な
ど
は
四
拍
子
に
ぴ
っ
た
り
収
ま
っ
て
好
都
合
の
よ
う
に
見
え
る

が
、「
雪
は
降
り
し
き
る
」
の
よ
う
な
場
合
は
「
ユ
キ
｜
ハ
フ
｜
リ
シ
｜
キ
ル
」
の
よ
う
に
意
味
と
リ
ズ
ム
が
ず
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

休
止
を
入
れ
て
調
整
す
る
と
「
ユ
キ
｜
ハ
～
｜
フ
リ
｜
シ
キ
｜
ル
～
」
と
五
拍
子
に
な
っ
て
し
ま
い
四
拍
子
が
破
た
ん
す
る
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
を
「
雪
降
り
し
き
る
」
と
七
音
に
す
る
と
「
ユ
キ
｜
フ
リ
｜
シ
キ
｜
ル
～
」
と
な
り
、
余
っ
た
一
音
分
を
、
意
味
と
リ
ズ
ム
の
ず
れ

を
調
整
す
る
た
め
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
日
本
語
が
内
在
す
る
リ
ズ
ム
が
、
音
楽
の
要
素
を
切
り
離
し
、
歌
を
「
ヨ
ム
」
こ

と
に
な
っ
た
と
き
に
、
三
十
一
文
字
と
い
う
和
歌
の
定
型
を
作
り
あ
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

貫
之
の
紹
介
し
た
船
頭
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
説
を
支
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
私
は
こ
の
説
を
疑
っ
て
い
る
。
万
葉
の
歌
よ
り
古

い
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
に
は
、
偶
数
音
の
音
数
律
が
あ
る
し
、
枕
詞
も
古
い
も
の
は
四
音
が
多
い
。



7 　文字の歌を歌うということ

　

ま
た
、
モ
ソ
人
の
歌
は
七
七
音
を
基
準
と
す
る
。
近
く
に
暮
ら
す
ナ
シ
族
の
歌
は
五
五
五
五
音
を
、
同
じ
く
ペ
ー
族
の
歌
は
七
七
七
五

音
を
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
の
国
境
付
近
に
暮
ら
す
リ
ス
族
の
歌
は
七
七
音
あ
る
い
は
七
七
七
七
音
を
基
準
と
す
る
。
以
上
は
い
ず
れ
も
チ

ベ
ッ
ト
ビ
ル
マ
語
族
に
属
す
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ロ
・
タ
イ
語
族
に
属
す
る
チ
ワ
ン
族
の
歌
は
五
五
五
五
音
を
基
準
と
し
、
同
じ
く
ト
ン
族

の
歌
の
場
合
、
古
い
も
の
は
四
六
音
を
中
心
と
し
、
新
し
い
も
の
は
七
七
音
を
基
準
と
す
る
。

　

五
音
七
音
が
各
民
族
の
言
語
に
内
在
し
た
リ
ズ
ム
な
の
か
、
そ
れ
と
も
民
族
言
語
レ
ベ
ル
を
越
え
た
、
よ
り
普
遍
的
な
要
因
を
想
定
す

る
べ
き
な
の
か
。

　

例
え
ば
ペ
ー
族
や
ナ
シ
族
は
古
く
か
ら
漢
民
族
の
影
響
を
か
な
り
強
く
受
け
て
お
り
、
支
配
者
層
は
自
ら
漢
詩
を
作
っ
て
も
い
る
。
モ

ソ
人
も
元
代
以
降
、
土
司
（
中
央
王
朝
は
中
国
西
南
部
の
民
族
を
統
治
す
る
た
め
、
首
長
に
官
職
を
授
け
自
治
を
行
な
わ
せ
た
。
こ
の
官

職
が
土
司
で
あ
る
）
を
通
じ
て
中
央
王
朝
に
支
配
さ
れ
た
。
私
は
、
そ
う
い
う
歴
史
の
な
か
で
、
漢
詩
の
五
七
音
音
数
律
が
日
本
を
含
め

た
周
辺
民
族
に
広
が
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
言
語
が
内
在
す
る
リ
ズ
ム
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
れ

ば
、
和
歌
の
五
七
音
音
数
律
の
起
源
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。

　

和
歌
は
、
文
字
以
前
の
声
の
歌
が
そ
の
本
質
と
し
て
い
た
、
見
え
な
い
モ
ノ
へ
の
働
き
か
け
の
機
能
を
継
承
し
つ
つ
、
漢
字
を
受
容
し

た
こ
と
に
始
ま
る
音
数
律
と
い
う
新
た
な
リ
ズ
ム
を
整
え
、
声
に
出
し
て
唱
え
ら
れ
る
歌
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
お
正
月
の

宮
中
歌
会
始
め
、
百
人
一
首
の
大
会
な
ど
で
も
、
和
歌
は
声
に
出
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
中
華
文
明
の
周
縁
に
暮
ら
す
東

ア
ジ
ア
の
人
々
に
共
通
す
る
、「
歌
う
」
と
い
う
営
み
の
中
に
あ
る
。
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