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１　

異
文
化
理
解
の
た
め
の
啄
木
短
歌

い
き
な
り
個
人
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
九
年
二
月
か
ら
二

〇
一
三
年
七
月
ま
で
台
湾
の
台
湾
大
学
日
本
語
文
学
系
（「
系
」
は

「
学
科
」
に
あ
た
る
）
教
授
と
し
て
、
学
部
生･
大
学
院
生
に
日
本

語
、
日
本
文
学
を
講
じ
て
い
た
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
に

と
っ
て
日
本
語
や
日
本
文
学
は
外
国
語
で
あ
り
外
国
文
学
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
と
っ
て
日
本
文
学
は
異
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

異
文
化
理
解
の
教
材
と
し
て
和
歌
や
俳
句
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
る

こ
と
に
し
た
。
最
初
は
古
典
和
歌
か
ら
近
代
短
歌
へ
の
文
学
史
的
な

展
開
に
さ
ほ
ど
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
学
生
た
ち
が
、
日
本
の
短
詩

型
文
学
に
関
心
や
同
感
を
よ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
か
っ
け
は
石
川

啄
木
の
短
歌
で
あ
っ
た
。

　

こ
み
合
へ
る
電
車
の
隅
に

　

ち
ぢ
こ
ま
る

　

ゆ
ふ
べ
ゆ
ふ
べ
の
我
の
い
と
し
さ

　

浅
草
の
夜
の
に
ぎ
は
ひ
に

　

ま
ぎ
れ
入
り

　

ま
ぎ
れ
出
で
来
し
さ
び
し
き
心

和
歌
、
短
歌
、
俳
諧
、
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
詩
型
が
い
わ

ゆ
る
一
人
称
詩
で
あ
る
と
い
う
概
念
に
し
た
が
え
ば
、
明
治
近
代
の

東
京
と
い
う
都
会
で
貧
苦
、
病
苦
、
生
活
苦
な
ど
と
闘
い
な
が
ら
、

自
己
の
思
想
と
文
学
の
発
展
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
啄
木
と
い
う
詩
人

像
の
断
面
だ
け
で
も
、
鑑
賞
者
で
あ
り
読
者
で
あ
る
学
生
た
ち
に
明

啄
木
短
歌
に
お
け
る
大
衆
性
に
つ
い
て

太

田

　

登
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ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
え
て

そ
う
し
た
伝
記
的
な
情
報
は
彼
ら
に
伝
え
な
い
。
む
し
ろ
伝
記
的
な

情
報
を
白
紙
の
状
態
に
し
て
、
仕
事
帰
り
の
、
学
校
帰
り
の
乗
客
で

「
こ
み
合
へ
る
電
車
」
の
「
隅
」
の
方
で
小
さ
く
「
ち
ぢ
こ
ま
る
」
人

間
の
存
在
が
、
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
か
ど
う
か
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
多
く
は
、
台
湾
大
学
の
最
寄
り
駅
で
あ
る
「
公
館
」
で
乗
り

降
り
す
る
台
北
捷
運
（
台
北
市
内
の
地
下
鉄
）
の
混
雑
し
た
車
内
の

空
間
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
空
間
に
年
ご
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る

自
分
の
姿
を
か
さ
ね
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
浅
草
の
夜
の
に
ぎ
は

ひ
」
は
、
屋
台
と
人
が
ひ
し
め
き
合
う
「
夜
市
」
の
日
常
的
な
風
景

に
つ
な
が
る
。「
夜
市
」
が
醸
し
だ
す
独
特
な
皮
膚
感
覚
は
、
見
知
ら

ぬ
「
浅
草
」
と
い
う
異
文
化
に
た
い
す
る
喚
起
を
彼
ら
に
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
異
文
化
理
解
を
さ
ま
ざ
ま
に
広
げ
る
こ
と
の
で
き
る

学
生
た
ち
に
は
、「
我
の
い
と
し
さ
」
も
「
さ
び
し
き
心
」
も
見
ず
知

ら
ず
の
人
間
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
自
分
の
心
の
陰
影
と
し
て

自
身
に
反
射
す
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
聡
明
な
学
生
が
明
瞭
な
日
本

語
で
「
こ
れ
が
都
会
に
生
き
る
人
間
の
孤
独
よ
ね
」
と
感
嘆
の
声
を

あ
げ
れ
ば
、「
そ
う
ね
！
わ
か
る
、
わ
か
る
！
」
と
い
う
共
感
や
同
調

の
声
が
、
教
室
に
た
ち
ま
ち
に
広
が
る
と
い
う
こ
と
も
め
ず
ら
し
く

は
な
か
っ
た
。
都
市
生
活
者
と
し
て
の
自
己
の
「
居
場
所
」
を
探
し

つ
づ
け
た
啄
木
短
歌
に
は
、
時
代
や
海
峡
を
越
え
て
「
自
分
探
し
」

を
す
る
人
た
ち
に
と
っ
て
、
た
や
す
く
感
情
を
移
入
す
る
こ
と
の
で

き
る
魅
力
が
あ
る
と
い
え
そ
う
だ
。

そ
の
き
わ
ま
り
は
、
つ
ぎ
の
有
名
な
望
郷
歌
で
あ
っ
た
。

　

ふ
る
さ
と
の
山
に
向
ひ
て

　

言
ふ
こ
と
な
し

　

ふ
る
さ
と
の
山
は
あ
り
が
た
き
か
な

こ
の
歌
の
読
者
に
と
っ
て
、
啄
木
が
故
郷
喪
失
者
で
あ
っ
た
、
と

い
う
伝
記
的
事
実
は
必
要
と
は
し
な
い
。
必
要
で
あ
る
の
は
、
そ
の

人
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ぶ
べ
き
風
景
が
、
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ

う
。
も
は
や
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
物
流
の
拠
点
で
あ
る
都
市
で

も
、
過
疎
化
が
す
す
む
村
落
で
も
、
か
つ
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼

べ
る
よ
う
な
濃
密
な
原
風
景
は
消
滅
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
超
高
層
ビ
ル
が
建
ち
、
鉄
道
や
道
路
が
縦
横
に
張

り
巡
ら
さ
れ
た
大
都
会
に
生
ま
れ
育
っ
た
東
京
人
に
も
、
か
な
ら
ず

「
ふ
る
さ
と
」
の
風
景
が
あ
る
よ
う
に
、
台
湾
の
首
都
で
世
界
都
市
で

も
あ
る
台
北
に
生
ま
れ
育
っ
た
台
北
人
も
、
同
じ
よ
う
に
「
ふ
る
さ

と
」
は
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
れ
は
可
視
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
音
や
匂
い
の
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よ
う
な
生
理
的
感
覚
的
な
も
の
が
、
彼
ら
の
精
神
的
な
原
風
景
と
し

て
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。「
屋
台
の
煙
や
匂
い
を
体

感
し
て
一
日
は
終
わ
る
」
と
、
自
分
の
町
の
「
夜
市
」
の
に
ぎ
わ
い

を
誇
ら
し
げ
に
語
る
台
北
生
ま
れ
の
学
生
が
い
た
が
、
そ
の
意
味
で

は
彼
に
と
っ
て
生
ま
れ
育
っ
た
町
の
「
夜
市
」
の
「
屋
台
の
煙
や
匂

い
」
は
、
ま
さ
に
「
言
ふ
こ
と
な
し
」
の
「
ふ
る
さ
と
の
山
」
と
等

質
の
価
値
あ
る
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時

に
異
文
化
理
解
の
た
め
に
取
り
あ
げ
た
啄
木
短
歌
が
、
い
つ
し
か
多

様
な
異
文
化
を
繫
ぎ
あ
わ
せ
る
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
を
私
に

気
づ
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

２　

啄
木
短
歌
に
お
け
る
「
か
な
」
の
感
傷
性

異
文
化
と
異
文
化
と
が
摩
擦
と
衝
撃
に
よ
っ
て
、
互
い
に
敵
対
化

す
る
こ
と
も
多
い
が
、
啄
木
短
歌
に
は
、
異
文
化
と
異
文
化
を
融
合

さ
せ
る
不
思
議
な
引
力
が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で

に
四
十
五
年
ま
え
に
ウ
イ
ー
ン
大
学
の
ル
ー
ト･

リ
ン
ハ
ル
ト
女
史

が
、「
啄
木
の
よ
う
に
、
そ
の
作
品
を
通
し
て
日
本
人
一
般
の
問
題
を

外
国
に
紹
介
で
き
、
し
か
も
外
国
人
の
読
者
を
感
動
さ
せ
る
抒
情
詩

人
は
、
日
本
に
は
少
な
い
と
思
う
。」（『
日
本
近
代
文
学
大
系･

石
川

啄
木
集
』
月
報
、
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
）
と
指
摘
し
た
と
お
り
、

啄
木
短
歌
に
は
日
本
人
は
も
と
よ
り
世
界
中
の
人
間
の
情
緒
に
深
く

染
み
こ
む
よ
う
な
〈
抒
情
性
〉
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
ふ
る
さ
と
の
山
に
向
ひ
て
」
の
歌
に
し
て
も
、
辞
書

で
あ
れ
こ
れ
と
言
葉
の
意
味
を
調
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
難

解
な
歌
で
は
な
い
。
む
し
ろ
誰
で
も
が
す
ぐ
に
暗
誦
す
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
歌
で
あ
る
。
煩
雑
な
手
続
き
は
無
用
で

あ
る
。
読
め
ば
そ
の
ま
ま
読
者
の
心
の
奥
に
響
い
て
く
る
の
は
、
啄

木
短
歌
特
有
の
〈
抒
情
性
〉
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

そ
の
〈
抒
情
性
〉
と
は
、
人
間
の
心
の
襞
（
ひ
だ
）
の
す
み
ず
み
に

ま
で
染
み
と
お
る
よ
う
な
〈
詠
嘆
〉
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
左
右
さ

れ
る
。

「
ふ
る
さ
と
の
山
に
向
ひ
て
」
の
歌
で
い
え
ば
、「
ふ
る
さ
と
の
山
」

は
言
葉
で
は
い
い
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
に
有
難
い
存
在
で
あ
る
、
と

い
う
感
情
の
流
露
が
結
句
の
「
あ
り
が
た
き
か
な
」
に
凝
縮
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
あ
り
が
た
き
か
な
」
と
い
う
結
句
が
、「
か
な
」
と
い

う
〈
詠
嘆
〉
の
終
助
詞
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
月
並

み
な
言
葉
の
羅
列
で
は
い
い
つ
く
せ
な
い
奥
深
い
感
情
の
表
出
を
可

能
に
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
、
こ
の
歌
の
声
調
や
韻
律
の
視
点
か
ら
少
し
く
考
え

て
お
き
た
い
。
世
代
や
地
域
を
越
え
て
、
多
く
の
読
者
に
親
し
ま
れ

て
き
た
こ
の
歌
は
、
じ
つ
は
五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る

定
型
の
韻
律
を
逸
脱
し
た
、
五
七
／
六
／
八
七
と
い
う
破
調
の
歌
で
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あ
る
。
し
か
し
字
余
り
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
気
づ
か
せ
な

い
。
な
だ
ら
か
な
調
べ
に
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る
三
句
切
れ
の
歌
で
も

あ
る
が
、
五
七
六
・
八
七
と
い
う
不
規
則
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に

か
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
不
規
則
な
リ
ズ
ム
で
あ

る
と
は
、
感
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
三
句
切
れ
（
三

行
書
き
の
二
行
目
）
に
あ
た
る
、「
言
ふ
こ
と
な
し
」
の
声
調
の
な
せ

る
技
に
あ
る
。
こ
れ
を
ロ
ー
マ
字
で
表
記
す
れ
ば
、「
ｉ
ｕ
・
ｋ
ｏ
・

ｔ
ｏ
・
ｎ
ａ
・
ｓ
ｉ
」
と
い
う
よ
う
に
五
音
節
の
シ
ラ
ブ
ル
に
な

る
。
し
か
も
「
言
ふ
こ
と
な
し
」
の
頭
韻
「
ｉ
」
と
脚
韻
「
ｉ
」
の

呼
応
に
よ
っ
て
、
歯
切
れ
の
よ
い
リ
ズ
ム
感
と
響
き
が
生
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
ａ
・
ｒ
ｉ
・
ｇ
ａ
・
ｔ
ａ
・
ｋ
ｉ
・
ｋ
ａ
・
ｎ
ａ
」

と
表
出
さ
れ
た
結
句
も
、
頭
韻
「
ａ
」
と
脚
韻
「
ａ
」
の
呼
応
が
、

複
雑
に
ね
じ
れ
た
感
情
を
す
っ
き
り
と
浄
化
す
る
よ
う
な
透
明
感
や

開
放
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
ａ
・
ｒ
ｉ
・
ｇ
ａ
・
ｔ

ａ
・
ｋ
ｉ
・
ｋ
ａ
・
ｎ
ａ
」
の
七
音
節
は
、
そ
の
五
音
節
が
「
ａ
」

の
母
音
で
合
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
ｋ
ａ
・
ｎ
ａ
」
と
い
う

緩
や
か
な
声
調
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
歌
一
首
が
全
体
と
し
て
の
韻

律
を
き
わ
め
て
安
定
し
た
も
の
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
一
首
の
結
句
を
終
助
詞
「
か
な
」
で
終
え
る
「
か
な
止

め
」
は
、
も
ろ
刃
の
剣
の
よ
う
に
鋭
い
切
れ
味
で
読
者
の
心
臓
を
突

き
刺
す
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
切
れ
味
に
慣
れ
て
惰
性
的
平
板
的
な

調
子
に
陥
り
読
者
に
飽
き
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
啄
木
と

同
時
代
同
世
代
の
北
原
白
秋
、
若
山
牧
水
、
吉
井
勇
ら
の
近
代
歌
人

の
な
か
で
は
、「
か
な
」
を
も
っ
と
も
多
用
し
た
歌
人
は
石
川
啄
木
で

あ
っ
た
。
ち
な
み
に
啄
木
の
第
一
歌
集
『
一
握
の
砂
』（
明
治
四
十
三

年
十
二
月
）
で
は
五
五
一
首
の
う
ち
一
〇
八
首
（
お
よ
そ
二
〇
％
）

が
、
遺
歌
集
『
悲
し
き
玩
具
』（
明
治
四
十
五
年
六
月
）
で
は
一
九
四

首
の
う
ち
四
九
首
（
お
よ
そ
二
五
％
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
な
」
の

用
法
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
し
か
も
『
悲
し
き
玩
具
』
四
九
首
の
う

ち
四
五
首
が
「
か
な
止
め
」
の
歌
で
あ
る
。　
　

こ
の
よ
う
に
「
か
な
」
は
啄
木
偏
愛
の
用
法
で
あ
る
こ
と
は
、
疑

う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
「
か
な
」

へ
の
執
着
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
〈
詠
嘆
〉
を
あ
ら
わ
す
「
か
な
」
が

読
み
手
の
心
に
感
傷
的
な
情
趣
を
い
ざ
な
う
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
、
誰
よ
り
も
熟
知
し
て
い
た
近
代
歌
人
が
啄
木
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
吉
田
弥
寿
夫
『
現
代
短
歌
・
作
家
と
文
体
』

（
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
）
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
行
書
き
の

短
歌
が
や
や
も
す
れ
ば
散
文
化
し
か
ね
な
い
こ
と
を
お
そ
れ
た
啄
木

が
、「
か
な
」
と
い
う
カ
ン
フ
ル
剤
を
点
滴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定

型
詩
と
し
て
の
一
首
の
リ
ズ
ム
を
正
そ
う
、
と
し
た
面
も
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
見
方
を
か
え
れ
ば
、
啄
木
と
い
う
近
代
歌
人
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は
、
す
ご
み
と
も
ろ
さ
を
あ
わ
せ
も
つ
「
か
な
」
の
処
方
に
も
っ
と

も
精
通
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
肝
要
な
こ
と

は
、〈
詠
嘆
〉
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
己
の
感
情
に
真
摯
に
向
き
あ
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

し
つ
と
り
と

　

な
み
だ
は
吸
へ
る
砂
の
玉

　

な
み
だ
は
重
き
も
の
に
し
あ
る
か
な

　

或
る
時
の
わ
れ
の
こ
こ
ろ
を

　

焼
き
た
て
の

　

麵
麭
（
ぱ
ん
）
に
似
た
り
と
思
ひ
け
る
か
な

　

は
て
も
見
え
ぬ

　

真
直
（
ま
す
ぐ
）
の
街
を
あ
ゆ
む
ご
と
き

　

こ
こ
ろ
を
今
日
は
持
ち
え
た
る
か
な

と
め
ど
な
く
流
れ
る
涙
の
粒
が
「
砂
の
玉
」
へ
と
昇
華
し
た
と
き
、

ま
ま
な
ら
ぬ
人
生
を
生
き
ぬ
く
た
め
に
、
泣
く
こ
と
が
い
か
に
大
切

な
こ
と
で
あ
る
か
を
悟
っ
た
、
と
い
う
〈
詠
嘆
〉
を
「
重
き
も
の
に

し
あ
る
か
な
」
は
伝
え
て
い
る
。
身
心
と
も
に
疲
れ
は
て
た
都
市
生

活
者
に
と
っ
て
、
と
き
に
は
「
焼
き
た
て
の
麵
麭
」
の
よ
う
な
ふ
く

よ
か
な
感
覚
が
よ
み
が
え
る
、
と
い
う
さ
さ
や
か
な
幸
福
に
ひ
た
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
ま
れ
な
る
幸
福
や
安
堵
は
一
時
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
は
て
も
見
え
ぬ
真
直
ぐ
の
街
」
は
、
暗
闇
か
ら

光
明
へ
と
つ
な
が
る
一
筋
の
道
と
し
て
、「
こ
こ
ろ
」
の
奥
深
く
に
幻

像
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
幻
像
が
「
今
日
は
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た

時
間
の
な
か
で
、
現
像
と
し
て
実
感
さ
れ
た
と
い
う
感
動
を
、「
持
ち

え
た
る
か
な
」
は
真
率
に
表
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
啄
木
短
歌
に
お
け
る
「
か
な
」
の
〈
詠

嘆
〉
を
少
女
趣
味
的
な
感
傷
性
の
露
出
で
あ
る
、
と
嫌
悪
し
批
判
す

る
声
は
同
時
代
か
ら
も
あ
っ
た
が
、
国
民
的
詩
人
と
し
て
、
あ
る
い

は
民
衆
短
歌
の
祖
と
し
て
、
最
初
の
啄
木
ブ
ー
ム
が
お
こ
る
大
正
十

年
前
後
は
、
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
啄
木
全
集
』
全
三
巻
（
大

正
八
年
四
月
～
九
年
四
月
）
に
よ
っ
て
、
啄
木
愛
好
者
が
全
国
的
に

広
が
る
一
方
で
、
き
び
し
い
啄
木
批
判
が
歌
壇
に
お
い
て
集
中
し

た
。
そ
の
先
鋭
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
派
の
斎
藤
茂
吉
で
あ
っ
た
が
、「
ア

ラ
ラ
ギ
」
誌
上
に
「
短
歌
に
於
け
る
写
生
の
説
」（
大
正
九
年
四
月
～

十
年
一
月
）
を
連
載
し
、「
実
相
に
観
入
し
て
自
然
・
自
己
一
元
の
生

を
写
す
」
と
い
う
独
自
の
写
生
論
を
展
開
し
て
い
た
茂
吉
か
ら
す
れ

ば
、
西
村
陽
吉
ら
の
生
活
派
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
国
民
的
詩
人
と
し

て
祭
り
上
げ
ら
れ
る
啄
木
短
歌
の
感
傷
性
は
、「
甘
た
る
く
、
セ
ン
チ
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メ
ン
タ
ー
ル
」
な
嘆
き
で
し
か
な
い
、
と
排
斥
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
近
代
短
歌
史
の
見
取
り
図
で
い
え
ば
、
啄
木
短
歌

の
感
傷
性
を
認
め
る
か
、
認
め
な
い
か
と
い
う
是
非
は
、
短
歌
と
い

う
表
現
が
民
衆
の
感
情
を
表
出
す
る
詩
と
し
て
存
続
し
え
る
か
、
ど

う
か
と
い
う
命
題
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
に
啄
木
短
歌
の
感
傷
性
は
、
そ
の
後
の
短
歌
史
の
命
脈

に
か
か
わ
る
本
質
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
茂
吉

が
「
啄
木
は
全
体
と
し
て
尊
敬
す
べ
き
歌
人
」
と
し
て
評
価
し
な
が

ら
も
、
彼
じ
し
ん
が
短
歌
と
い
う
表
現
が
〈
詠
嘆
〉
の
表
現
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
知
り
す
ぎ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
多
く
の
人
々
に
広
く

愛
誦
さ
れ
る
啄
木
短
歌
は
、
感
傷
に
溺
れ
た
脆
弱
な
も
の
で
し
か
な

い
、
と
し
て
否
定
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
指
摘
だ
け
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
。

そ
の
一
方
で
、
啄
木
短
歌
の
感
傷
性
こ
そ
が
人
間
性
の
発
露
で
あ

る
と
い
う
立
場
は
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
以
後
の
口
語
短
歌

運
動
の
高
ま
り
と
と
も
に
加
速
し
、
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
独
文
科

の
学
生
で
あ
っ
た
中
野
重
治
が
、
窪
川
鶴
次
郎
や
堀
辰
雄
ら
と
創
刊

し
た
同
人
誌
「
驢
馬
」
に
発
表
し
た
評
論
「
啄
木
に
関
す
る
断
片
」

（
大
正
十
五
年
十
一
月
）
で
、「
も
し
も
彼
が
明
治
三
十
年
代
に
死
ん

で
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
一
個
の
浪
漫
的
感
傷
詩
人
と
し
て
死
に
、
彼

の
名
は
い
ま
我
々
を
遠
く
去
り
、
当
時
の
浪
漫
的
感
傷
詩
人
と
と
も

に
た
だ
年
代
史
の
上
に
の
み
並
べ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。」
と
し
、

そ
の
格
調
高
い
評
論
を
「
彼
の
理
想
を
し
て
復
活
せ
し
め
よ
。
彼
の

相
続
を
し
て
石
碑
の
建
立
の
感
傷
性
に
終
ら
し
め
る
な
。」
と
結
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
そ
の
感
傷
性
は
民
衆
に
圧
倒
的
な
支

持
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

や
が
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
短
歌
の
隆
盛
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
年
の
空

前
と
も
い
う
べ
き
第
二
期
の
啄
木
ブ
ー
ム
が
お
こ
る
こ
と
に
な
る

が
、
啄
木
短
歌
の
継
承
者
で
あ
っ
た
西
村
陽
吉
が
『
歌
と
人　

石
川

啄
木
』（
昭
和
四
年
十
月
）
で
、「
啄
木
は
い
ま
、
す
こ
し
過
大
に
評

価
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
傾
向
が
あ
る
。」「
た
だ
啄
木
は
偶
像
化
さ
れ

て
い
る
、
そ
し
て
偶
像
と
な
る
に
は
彼
は
あ
ま
り
に
未
完
成
の
青
年

で
あ
り
過
ぎ
た
と
い
ふ
こ
と
を
云
つ
て
見
た
の
で
あ
る
。」
と
証
言

せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
啄
木
短
歌
の
感
傷
性
は
大
衆
の
感
情
を

代
弁
す
る
も
の
と
し
て
、
大
衆
の
な
か
に
根
強
く
受
容
さ
れ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

３　

啄
木
短
歌
の
大
衆
化

大
正
十
年
前
後
の
最
初
の
啄
木
ブ
ー
ム
に
新
潮
社
版
の
『
啄
木
全

集
』
が
多
大
の
貢
献
を
し
た
よ
う
に
、
昭
和
五
年
に
お
こ
っ
た
空
前

の
啄
木
ブ
ー
ム
も
、
同
時
代
の
大
衆
文
化
と
連
動
し
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
文
学
の
領
域
で
い
え
ば
、
大
正
十
五
年
末
か
ら
刊
行
が
は
じ
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ま
る
改
造
社
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
に
よ
る
円
本
時
代
の
幕
開

き
、
昭
和
二
年
の
平
凡
社
版
『
現
代
大
衆
文
学
全
集
』
の
刊
行
、
昭

和
四
年
の
探
偵
小
説
ブ
ー
ム
な
ど
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
活
況
が
大
衆

文
化
の
躍
動
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
啄
木
ブ
ー
ム
も
そ
う

し
た
時
代
の
要
請
や
動
向
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
昭
和
三
年

に
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
第
四
十
五
篇
と
し
て
『
石
川
啄
木
集
』

が
、
三
年
十
一
月
か
ら
翌
四
年
三
月
に
か
け
て
『
石
川
啄
木
全
集
』

全
五
巻
が
い
ず
れ
も
改
造
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、
読
者
層
を
拡
大
し
た

こ
と
が
大
き
い
。
一
説
に
よ
れ
ば
『
石
川
啄
木
全
集
』
の
売
れ
行
き

が
六
万
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
を
よ
く
し
た
改
造
社
は
、
昭
和
四
年

二
月
に
『
一
握
の
砂
・
悲
し
き
玩
具
』
と
『
我
等
の
一
団
と
彼
・
雲

は
天
才
で
あ
る
』
の
二
冊
を
同
時
に
文
庫
本
と
し
て
出
版
し
た
。
さ

ら
に
昭
和
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
『
石
川
啄
木
全
集
』
全
八
巻
の

文
庫
判
が
、
十
三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
『
新
編
石
川
啄
木
全
集
』

全
十
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
、
啄
木
は
林
芙
美
子
と
と
も
に
改
造

社
の
ド
ル
箱
的
存
在
と
し
て
貢
献
し
て
い
た
（『
放
浪
記
』
の
読
者
と

『
一
握
の
砂
』
の
読
者
と
の
近
似
性
や
類
縁
性
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ

ら
た
め
て
論
じ
た
い
こ
と
が
あ
る
）。

と
も
あ
れ
、
お
そ
ら
く
昭
和
五
年
八
月
に
石
川
正
雄
（
啄
木
の
長

女
京
子
の
夫
）
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
呼
子
と
口
笛
」（
昭
和

六
年
九
月
終
刊
）
も
、
そ
う
し
た
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
改
造
社

が
仕
掛
け
た
啄
木
人
気
に
便
乗
し
た
気
配
が
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
紹
介

す
る
創
刊
号
の
「
啄
木
を
知
つ
た
動
機
」
と
い
う
投
稿
欄
に
掲
載
さ

れ
た
読
者
の
声
は
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
啄
木
受
容
の
あ
り
よ
う

を
、
ほ
ぼ
公
約
数
的
に
伝
え
て
い
る
と
思
う
。

頁
を
繰
れ
ば
繰
る
程
心
を
打
つ
歌
が
あ
る
。
終
い
に
、
夢
中

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
翌
日
級
友
に
啄
木
を
話
し
た
。

と
啄
木
を
知
ら
な
か
つ
た
の
は
私
の
み
だ
つ
た
の
で
啞
然
と
し

た
。
啄
木
の
歌
を
知
ら
な
い
事
は
制
帽
の
手
前
承
知
出
来
な

い
。
で
私
は
捻
鉢
巻
で
、
ま
る
つ
き
り
試
験
勉
強
で
も
や
る
積

り
で
、
東
海
の
︙
︙
と
暗
記
を
や
り
出
し
た
。
お
か
げ
で
、
そ

の
学
期
末
の
成
績
は
在
学
中
通
じ
て
最
不
良
だ
つ
た
。（
中
村

多
喜
夫
「
忘
れ
が
た
き
こ
と
ど
も
」）

短
歌
と
云
ふ
も
の
を
あ
ま
り
深
く
読
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
私
に

も
、
あ
の
三
行
歌
は
決
し
て
難
儀
で
は
な
か
つ
た
ど
こ
ろ
か
、

よ
く
も
か
う
易
々
と
し
た
や
さ
し
い
文
句
で
、
心
の
深
く
ま
で

突
く
心
理
や
思
想
を
訴
へ
得
た
か
と
感
歎
し
た
も
の
だ
。

更
に
「
墓
碑
銘
」
其
他
の
詩
数
篇
は
、
無
意
味
に
し
か
送
れ

な
か
つ
た
工
場
生
活
に
明
る
い
前
途
を
示
唆
し
て
く
れ
た
。

啄
木
を
知
つ
た
動
機
は
、
要
す
る
に
労
働
運
動
に
参
加
し
た
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動
機
と
同
一
語
で
あ
る
事
に
よ
つ
て
、
私
は
啄
木
を
終
生
忘
れ

得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。（
水
谷
三
重
三
「
工
場
の
一
隅
で
」）

四
年
前
︙
︙
女
学
校
二
年
の
冬
で
し
た
。
友
の
家
で
催
さ
れ

た
か
る
た
会
に
Ｍ
先
生
が
「
か
ら
札
一
枚
︙
︙
東
海
の
小
島
の

磯
の
︙
︙
」
と
声
も
高
ら
か
に
お
読
み
上
げ
に
な
り
ま
し
た
こ

の
歌
。
私
は
こ
の
歌
が
ほ
ん
と
に
好
き
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し

た
。（
中
略
）
感
傷
的
な
こ
の
歌
︙
︙
。
歌
の
調
べ
と
云
ひ
そ
の

折
の
姿
な
ど
偲
ば
れ
て
す
つ
か
り
好
き
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の

で
し
た
。（
中
略
）

最
初
の
「
我
を
愛
す
る
歌
」
ど
ん
な
に
懐
か
し
く
読
ん
だ
こ

と
で
せ
う
。
久
し
く
求
め
探
し
て
ゐ
た
憧
れ
の
人
と
め
ぐ
り
逢

つ
た
様
な
不
思
議
な
甘
い
感
激
に
む
せ
ん
だ
も
の
で
し
た
。

 

（
濱
丘
三
千
代
「
加
留
多
会
の
夜
に
」）

こ
う
し
た
文
学
少
年
や
文
学
少
女
、
そ
し
て
労
働
者
と
い
う
同
時

代
の
多
く
の
読
者
が
啄
木
短
歌
に
求
め
て
い
た
も
の
は
、
や
は
り
わ

か
り
や
す
い
言
葉
と
な
だ
ら
か
な
調
べ
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
暗
誦
で

き
る
歌
で
あ
り
、
読
む
者
の
心
の
奥
深
く
に
ま
で
染
み
と
お
る
感
傷

的
な
歌
で
あ
っ
た
。
改
造
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
石
川
啄
木
全
集
』

に
よ
っ
て
、
啄
木
と
い
う
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
な
が
ら
、

啄
木
短
歌
の
感
傷
性
の
な
か
に
自
己
の
〈
詠
嘆
〉
せ
ざ
る
を
え
な
い

私
的
な
感
情
の
表
出
を
二
重
写
し
に
し
た
読
者
が
多
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
呼
子
と
口
笛
」
と
い
う
雑
誌
の
定
期
購

読
者
が
わ
ず
か
に
「
二
百
余
人
」
で
あ
り
、
本
誌
の
倍
加
運
動
の
呼

び
か
け
も
反
応
な
く
、
負
債
を
背
負
っ
た
ま
ま
に
通
号
十
二
冊
を

も
っ
て
一
年
で
廃
刊
し
た
、
と
い
う
事
実
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
ま
た
結
論
か
ら
い
え
ば
、
拙
著
『
日
本
近
代
短
歌
史
の
構

築
―
晶
子
・
啄
木･

八
一･

茂
吉･

佐
美
雄
―
』（
平
成
十
八
年
四

月
）
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
啄
木
短
歌
の
正
当
な
継
承
が
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
短
歌
に
あ
る
、
と
い
う
表
明
に
あ
っ
た
。

貧
と
闘
ひ
な
が
ら
、
革
命
を
口
に
し
た
啄
木
を
愛
す
る
者

が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
の
追
随
者
で
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な

い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
実
践
―
階
級
闘
争
に
於
け
る
、

我
々
の
陣
営
は
、
自
づ
と
決
定
す
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

陣
営
へ
、
そ
し
て
階
級
闘
争
へ
、
―
こ
れ
が
、
真
の
啄
木
愛
好

者
の
登
場
舞
台
だ
。

主
宰
者
で
あ
る
石
川
正
雄
が
書
い
た
で
あ
ろ
う
「
終
刊
の
言
葉
」

に
明
白
な
よ
う
に
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鮮
明
に
し
た
雑
誌
の



10啄木短歌における大衆性について

方
針
に
、
同
調
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
気
後
れ
し
た
読
者
が
多
か
っ

た
に
違
い
な
い
。
終
刊
号
の
「
編
輯
後
記
」
で
も
「
階
級
意
識
と
し

て
の
連
繋
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、
啄
木
愛
好
者
の
大
半
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
階
級
闘
争
の
運
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
「
登

場
舞
台
」
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
真
の
啄
木
愛
好

者
」
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、
政
治
的
立
場
に
よ
る
共
感
で
は
な
く
、

文
学
的
な
感
性
に
よ
っ
て
共
感
し
あ
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
繰
り
か
え

し
て
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
〈
詠
嘆
〉
せ

ざ
る
を
え
な
い
感
情
の
発
見
と
表
出
で
あ
っ
た
。

考
え
て
み
る
と
、
啄
木
短
歌
に
は
真
面
目
な
自
己
と
不
真
面
目
な

自
己
が
共
存
し
同
居
し
て
い
る
。
あ
え
て
く
だ
け
た
い
い
か
た
を
す

れ
ば
、
啄
木
短
歌
の
魅
力
と
は
、
肩
を
怒
ら
す
よ
う
に
強
が
る
「
わ

れ
」
と
、
暗
い
穴
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
不
安
に
お
の
の
く
「
わ
れ
」

と
が
、
互
い
に
ど
ち
ら
が
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
の
か
、
と
い
う

問
答
を
し
て
い
る
趣
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
真
面
目
な
自
己
も
不
真
面

目
な
自
己
も
、
ど
ち
ら
も
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い

は
高
慢
で
強
情
な
「
わ
れ
」
も
、
劣
等
感
や
絶
望
感
に
苛
ま
さ
れ
る

「
わ
れ
」
も
、
と
も
に
「
本
当
の
自
分
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を

愛
好
者
や
愛
読
者
は
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。

そ
れ
こ
そ
が
大
衆
の
純
粋
な
感
性
で
あ
り
、
感
覚
で
も
あ
っ
た
。

最
初
の
啄
木
ブ
ー
ム
が
お
こ
っ
た
大
正
十
年
の
啄
木
批
判
も
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、『
近
代
日
本
の
百
冊
を
選
ぶ
』（
平
成
六
年
四
月
）

の
座
談
会
「
百
冊
は
こ
う
し
て
選
ん
だ
」
で
、
五
人
の
選
考
メ
ン

バ
ー
に
よ
っ
て
「
啄
木
論
争
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
も
、
啄
木
短

歌
の
感
傷
性
は
ま
る
で
憎
悪
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
実
際
に
は

「
石
川
啄
木
は
入
れ
た
く
な
い
」
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
啄
木
短
歌
に

た
い
す
る
見
方
は
、「
甘
っ
た
れ
る
な
」「
た
し
か
に
甘
っ
た
れ
の
歌

で
す
よ
」「
た
し
か
に
啄
木
は
甘
っ
た
れ
に
見
え
る
」「
自
分
の
内
面

の
た
れ
流
し
は
困
る
」
と
い
う
意
見
に
よ
っ
て
一
致
し
、「
や
は
り
、

啄
木
が
作
品
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
よ
」、
と
い

う
理
由
で
断
裁
さ
れ
た
。

啄
木
の
『
一
握
の
砂
』
が
近
代
日
本
の
百
冊
に
選
ば
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
問
題
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
知
識
人
と
か
学
者
と
か
、

と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
一
部
が
信
奉
す
る
、「
成
熟
」
幻
想
に
あ
る
。

「
内
面
の
た
れ
流
し
」
と
は
「
甘
っ
た
れ
」
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、

そ
ん
な
も
の
を
愛
好
し
愛
誦
す
る
気
持
ち
な
ど
は
「
さ
っ
ぱ
り
わ
か

ら
な
い
」
と
い
う
高
飛
車
な
発
言
は
、
啄
木
短
歌
を
「
甘
た
る
く
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ー
ル
」
な
嘆
き
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
茂

吉
の
態
度
と
、
一
面
的
に
は
か
さ
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
人
間
と

し
て
の
個
人
的
な
感
情
の
表
白
を
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
蔑

み
、
大
衆
が
求
め
る
純
粋
な
感
性
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
な
い
こ
と
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に
問
題
が
あ
る
。

し
か
し
文
化
は
そ
う
し
た
一
部
の
知
識
人
や
文
化
人
に
よ
っ
て
発

展
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
無
名
の
大
衆
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
き
た
。
短
歌
と
い
う
表
現
が
〈
詠
嘆
〉
の
表
現
で
あ
る
、

と
い
う
の
も
万
葉
集
い
ら
い
の
〈
抒
情
性
〉
や
〈
感
傷
〉
の
発
露
と

し
て
不
変
で
あ
る
。

　

僕
は
泣
く

　

あ
な
た
も
泣
い
て
君
も
泣
く

　

笑
っ
て
戻
し
た
大
粒
の
夢

『
東
日
本
大
震
災　

復
興
応
援
短
歌
集
Ⅱ
』（
平
成
二
十
四
年
八

月
）
に
所
載
の
岩
手
県
立
盛
岡
第
一
高
等
学
校
の
谷
村
康
太
く
ん
の

歌
で
あ
る
が
、
啄
木
短
歌
を
「
甘
っ
た
れ
る
な
」
と
し
て
認
め
な
い

人
た
ち
に
は
、
と
う
て
い
理
解
の
お
よ
ば
な
い
、
透
明
度
の
た
か
い

〈
感
傷
〉
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
天
理
大
学
名
誉
教
授
）


