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ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
う
ま
く
い
く
』
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン

テ
ィ
ワ
ン 

鈴
木
義
幸
（
二
〇
二
一
）
『
理
想
の
自
分
を
つ
く
る 

セ
ル
フ
ト
ー
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
入
門
』
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン 

ロ
ジ
ャ
ー
・
コ
ナ
ー
ズ
、
ト
ム
・
ス
ミ
ス
、
ク
レ
イ
グ
・
ヒ
ッ
ク
マ
ン(

著)

、 

伊
藤
守
（
監
訳
）
、
花
塚
恵
（
翻
訳
）（
二
〇
〇
九
）『
主
体
的
に
動
く 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト

ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン 

 

※
本
稿
は
花
坂
が
研
究
代
表
者
を
務
め
る

J
SPS

科
研
費 1

9K0
273

5

（
基
盤

研
究
Ｃ
、
教
科
融
合
に
よ
る
豊
か
な
読
書
空
間
の
創
出-

理
論
と
実
践
の
往
還

的
研
究-

）
の
助
成
を
受
け
て
の
成
果
で
あ
る
。 

 

（
い
わ
さ
き
と
も
み
／
フ
リ
ー
リ
ポ
ー
タ
ー
） 

（
は
な
さ
か
あ
ゆ
む
／
大
分
大
学
）  
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教
科
書
掲
載
短
歌
の
考
察 

そ
の
１ 

 
 

 
―

平
成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書
を
中
心
に―

 

大 

村 

勅 

夫 

  

１ 

問
題
の
所
在 

 

教
科
国
語
は
過
渡
期
に
あ
る
。
例
え
ば
、
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、

中
で
も
高
校
国
語
に
関
し
て
は
、
必
履
修
科
目
が
変
更
と
い
う
大
き
な
も
の

だ
っ
た
。
例
え
ば
、
大
学
入
学
セ
ン
タ
ー
試
験
（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
試
験
と
略

す
）
が
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
（
以
下
、
共
通
テ
ス
ト
と
略
す
）
に
変
わ
っ
た
こ

と
に
伴
い
、
問
題
作
成
の
方
針
が
変
更
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
日
本
文
藝
家
協

会
や
日
本
文
学
協
会
な
ど
も
、
そ
れ
ま
で
積
極
的
に
国
語
教
育
・
文
学
教
育

を
述
べ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
、
声
高
に
発
言
を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
ら
に
は
、

必
ず
し
も
連
関
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
異
口

同
音
に
国
語
教
育
や
文
学
教
育
の
指
導
を
行
う
国
語
教
師
な
ど
に
対
し
、
変

化
を
迫
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
国
語
教
師
の
み
な
ら
ず
、
他
教
科
教
師
・

学
校
全
体
・
保
護
者
・
児
童
・
生
徒
・
世
間
全
体
が
教
科
国
語
に
注
目
し
て
い

る
・
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿

は
、
教
科
国
語
の
変
化
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
文
学
教
育
を
中

心
と
し
て
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
高
校
国
語
に
は
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
。
必
履
修
科

目
が
変
更
さ
れ
、
か
つ
、
指
導
内
容
の
配
分
も
変
わ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る「
読
む
こ

と
」
の
指
導
が
減
り
、「
話
す
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
充
実
が
企
図
さ
れ

た
も
の
へ
と
変
更
に
な
っ
た
。
稿
者
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
、
疑
義
を
唱
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
図
や
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
稿
者
な
り
の
理
解
を
持
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
指
導
内
容
の
配
分
変
更
に
対
し
、
学
校
現
場
の
国
語
教
師

は
大
き
く
対
処
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
懸
念
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
懸
念

と
は
、
文
学
教
材
の
指
導
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
文
学
と

は
近
代
以
降
の
文
学
的
な
文
章
と
す
る
。 

 

高
校
国
語
の
必
履
修
科
目
は
変
わ
っ
た
。
た
だ
し
、
選
択
科
目
も
大
き
く
変

更
さ
れ
て
い
る
。「
現
代
文
Ｂ
」（
４
単
位
）
が
、
そ
の
類
似
の
内
容
と
し
て「
論
理

国
語
」「
文
学
国
語
」
（
各
４
単
位
）
へ
と
な
っ
た
。
単
位
数
だ
け
を
い
え
ば
、
４
単

位
で
標
準
単
位
数
実
施
さ
れ
て
い
た
内
容
が
８
単
位
へ
と
拡
充
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
教
科
国
語
の
み
を
視
野
と
し
た
な
ら
ば
、
４
単
位
に
４
単
位
を
加
え

る
状
況
と
な
り
、
よ
り
時
間
を
か
け
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
素
晴
ら

し
い
授
業
が
期
待
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
単
位

数
に
関
し
て
は
、
教
科
国
語
の
み
で
考
え
る
こ
と
は
当
然
で
き
な
い
。
全
教
科
・
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学
校
全
体
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
新
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
、
必
履
修
科
目
の
発
展
科
目
と
し
て
の
選
択
科
目
の
う
ち
、
標
準
単
位

数
が
減
じ
ら
れ
た
も
の
は
、
地
理
歴
史
の
一
部
と
数
学
の
一
部
だ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、
い
ず
れ
も
１
～
２
単
位
の
減
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
１
つ
の

教
科
で
４
単
位
を
増
や
す
た
め
に
は
、
複
数
の
教
科
で
単
位
数
を
減
じ
、
か
つ
、

多
く
の
場
合
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
全
体
の
単
位
数
を
１
つ
以
上
増
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
く
単
純
な
パ
タ
ー
ン
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
例
え

ば
、
５
日
間
６
時
間
授
業
で
あ
っ
た
も
の
を
、
う
ち
１
日
を
７
時
間
授
業
に
す

る
必
要
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
教
科
国
語
が
学
校
全

体
・
生
徒
全
体
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
い
え
な
く
も
な

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
理
解
・
確
認
し
て
も
ら
う
に
は
、
告
示
さ
れ
て
か
ら
１
～

２
年
間
と
い
う
短
期
間
で
は
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。
現
実
的
な
選
択
と
し
て
、

「
論
理
国
語
」
な
い
し「
文
学
国
語
」
の
い
ず
れ
か
１
つ
、
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

実
際
、
稿
者
が
昨
年
度
、
高
校
に
向
け
て
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
、
４
０
校

余
り
の
回
答
の
う
ち
、「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
の
両
方
を
選
択
す
る
と
い

う
学
校
は
無
か
っ
た
。
か
つ
、
そ
の
回
答
に
お
い
て
、「
文
学
国
語
」
を
選
択
科

目
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
配
置
す
る
と
い
う
高
校
は
お
よ
そ
６
０
％
し
か
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
９
割
以
上
の
高
校
が
配
置
し
て
い
た「
現
代
文
Ｂ
」
に
お
い
て
文

学
教
材
を
扱
っ
た
授
業
を
受
け
て
い
た
高
校
生
で
あ
っ
た
が
、
新
学
習
指
導
要

領
下
で
は
、
国
語
授
業
で
文
学
に
触
れ
る
者
が
そ
の
２
／
３
と
な
っ
て
し
ま
う
。

高
校
国
語
に
お
い
て
文
学
の
授
業
を
い
か
に
し
た
ら
よ
い
か
。
き
わ
め
て
大
き

な
課
題
が
噴
出
し
た
と
い
え
よ
う
。 

 

こ
の
課
題
は
、
何
も
高
校
国
語
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
高

校
国
語
が
そ
の
よ
う
な
、
文
学
に
む
つ
か
し
い
状
況
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
小
中

国
語
に
お
け
る
文
学
指
導
の
充
実
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
充
実
の
た
め
に
も
、
小
中
高
国
語
お
よ
び
そ
の
教
科
書
に
お

け
る
文
学
指
導
の
系
統
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
視

点
と
し
て
、
短
歌
教
材
に
注
目
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
短
歌
と
は

近
代
以
降
の
短
歌
と
す
る
。
文
学
的
な
文
章
を
思
い
浮
か
べ
た
と
き
、
や
は
り

小
説
や
物
語
が
真
っ
先
に
来
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
中
高
に
お
け
る
小
説
を

思
っ
た
と
き
、
そ
の
文
量
・
内
容
・
方
法
は
ど
う
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材

を
考
え
て
も
、
小
学
校
の「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
、
中
学
校
の「
故
郷
」
、
高
校
の「
羅

生
門
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
の
様
々
に
つ
い
て
の
難
易
度
は
き
わ
め
て
上
が
っ

て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
難
易
度
の
上
が
り

方
が
急
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
視
点
で
考
え
た
際
、
短
歌
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
与
謝
野
晶
子
・
石
川
啄
木
・
正
岡
子
規
な
ど
の
短
歌
は
、
ど
の

校
種
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
に
よ
っ
て
の
難
易
度
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
三
十
一
文
字
と
い
う
限
定
の
中
で
表
現
さ
れ
る
と

い
う
同
一
性
を
持
つ
。
ま
た
、
同
じ
歌
人
に
よ
る
作
品
に
つ
い
て
校
種
を
変
え

て
も
学
ぶ
こ
と
に
よ
る
系
統
性
を
持
つ
。
さ
ら
に
は
、
各
歌
が
何
ら
か
の
感
動

を
詠
み
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
一
定
の
枠
の

中
で
、
積
み
重
ね
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
指
導
す
る
こ
と
の
で
き
る
充
実
さ

と
系
統
性
を
持
っ
た
文
学
教
材
と
し
て
短
歌
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
中

高
の
短
歌
の
指
導
を
考
え
る
こ
と
は
教
科
国
語
の
充
実
に
お
い
て
価
値
あ
る
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こ
と
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
中
学
校
教
科
書
掲
載
短
歌
に

つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

２ 

研
究
の
方
法 

 

本
稿
で
は
、
平
成
２
９
年
告
示
学
習
指
導
要
領
の
直
前
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、

平
成
２
０
年
告
示
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
最
後
の
検
定
教
科
書
で
あ
る
平

成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書
の
掲
載
短
歌
に
つ
い
て
一
覧
化
し
、
分
析
・

考
察
を
す
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
以
降
の
研
究
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
教
科
書 

と
の
比
較
・
分
析
や
他
校
種
教
科
書
と
の
比
較
・
分
析
・
考
察
を
企
図
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
、
本
稿
は
そ
の
基
礎
研
究
か
つ
史
的
研
究
の
位
置
づ
け
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
の
先
行
研
究
と
し
て
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
〇
・
二
〇

一
一
・
二
〇
一
三
）
が
あ
る
。
（
注
１
）
こ
れ
ら
は
平
成
期
の
中
学
校
国
語
教
科
書

に
お
け
る
掲
載
短
歌
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
代
以
降
の
短
歌

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
も
載
せ
て
い
る
。
本
稿
は
入
江
に
よ

る
こ
れ
ら
の
論
考
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
短
歌
の
章
立

て
に
お
け
る
章
末
の
設
問
、
い
わ
ゆ
る「
学
習
の
手
引
き
」
に
つ
い
て
も
一
覧
化

し
、
考
察
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
令
和
３
年
度
の
も
の
と
比
較
す
る
た
め
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
短
歌
を
教
材
と
し
た
章
立
て
が
何
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
た
め
で
あ
る
。 

 

３ 

平
成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書 

 

こ
こ
で
は
、
出
版
会
社
ご
と
に
、
平
成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書
掲
載

短
歌
お
よ
び
章
末
問
題
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
加
え
る
。
な

お
、
掲
載
歌
の
記
載
の
仕
方
と
し
て
、
章
タ
イ
ト
ル
・
作
者
名
・
掲
載
歌
の
順
と

す
る
。
ま
た
、
掲
載
歌
の
文
言
表
記
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に
記
載
さ
れ
た
ま

ま
に
記
述
す
る
。  

 

（
１
）
東
京
書
籍 

『
新
編
新
し
い
国
語
２
』 

「
扉
の
短
歌
七
首
」 

岡
本
か
の
子 

 
 

 

桜
ば
な
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に
生
命
を
か
け
て
わ
が
眺
め
た
り 

北
原
白
秋 

 
 

 

草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り 

荻
原
裕
幸 

 
 

 

夏
木
立
ひ
か
り
ち
ら
し
て
か
が
や
け
る
青
葉
の
中
に
わ
が
青
葉
あ
り 

早
坂
類 

 
 

 

虹
よ
立
て
夏
の
終
り
を
も
生
き
て
ゆ
く
ぼ
く
の
い
の
ち
の
頭
上
は
る
か
に 

穂
村
弘 

 
 

 

ほ
ん
と
う
に
お
れ
の
も
ん
か
よ
冷
蔵
庫
の
卵
置
き
場
に
落
ち
る
涙
は 

千
葉
聡 

 
 

 

卒
業
生
最
後
の
一
人
が
門
を
出
て
二
歩
バ
ッ
ク
し
て
ま
た
出
て
い
っ
た 

 

読
む〈
言
語
感
覚
〉 
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学
校
全
体
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
新
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
、
必
履
修
科
目
の
発
展
科
目
と
し
て
の
選
択
科
目
の
う
ち
、
標
準
単
位

数
が
減
じ
ら
れ
た
も
の
は
、
地
理
歴
史
の
一
部
と
数
学
の
一
部
だ
け
で
あ
る
。

し
か
も
、
い
ず
れ
も
１
～
２
単
位
の
減
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
１
つ
の

教
科
で
４
単
位
を
増
や
す
た
め
に
は
、
複
数
の
教
科
で
単
位
数
を
減
じ
、
か
つ
、

多
く
の
場
合
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
全
体
の
単
位
数
を
１
つ
以
上
増
加

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
く
単
純
な
パ
タ
ー
ン
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
例
え

ば
、
５
日
間
６
時
間
授
業
で
あ
っ
た
も
の
を
、
う
ち
１
日
を
７
時
間
授
業
に
す

る
必
要
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
教
科
国
語
が
学
校
全

体
・
生
徒
全
体
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
い
え
な
く
も
な

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
理
解
・
確
認
し
て
も
ら
う
に
は
、
告
示
さ
れ
て
か
ら
１
～

２
年
間
と
い
う
短
期
間
で
は
困
難
で
あ
る
だ
ろ
う
。
現
実
的
な
選
択
と
し
て
、

「
論
理
国
語
」
な
い
し「
文
学
国
語
」
の
い
ず
れ
か
１
つ
、
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

実
際
、
稿
者
が
昨
年
度
、
高
校
に
向
け
て
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
、
４
０
校

余
り
の
回
答
の
う
ち
、「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
の
両
方
を
選
択
す
る
と
い

う
学
校
は
無
か
っ
た
。
か
つ
、
そ
の
回
答
に
お
い
て
、「
文
学
国
語
」
を
選
択
科

目
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
配
置
す
る
と
い
う
高
校
は
お
よ
そ
６
０
％
し
か
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
９
割
以
上
の
高
校
が
配
置
し
て
い
た「
現
代
文
Ｂ
」
に
お
い
て
文

学
教
材
を
扱
っ
た
授
業
を
受
け
て
い
た
高
校
生
で
あ
っ
た
が
、
新
学
習
指
導
要

領
下
で
は
、
国
語
授
業
で
文
学
に
触
れ
る
者
が
そ
の
２
／
３
と
な
っ
て
し
ま
う
。

高
校
国
語
に
お
い
て
文
学
の
授
業
を
い
か
に
し
た
ら
よ
い
か
。
き
わ
め
て
大
き

な
課
題
が
噴
出
し
た
と
い
え
よ
う
。 

 

こ
の
課
題
は
、
何
も
高
校
国
語
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
高

校
国
語
が
そ
の
よ
う
な
、
文
学
に
む
つ
か
し
い
状
況
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
小
中

国
語
に
お
け
る
文
学
指
導
の
充
実
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
充
実
の
た
め
に
も
、
小
中
高
国
語
お
よ
び
そ
の
教
科
書
に
お

け
る
文
学
指
導
の
系
統
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
視

点
と
し
て
、
短
歌
教
材
に
注
目
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
短
歌
と
は

近
代
以
降
の
短
歌
と
す
る
。
文
学
的
な
文
章
を
思
い
浮
か
べ
た
と
き
、
や
は
り

小
説
や
物
語
が
真
っ
先
に
来
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
中
高
に
お
け
る
小
説
を

思
っ
た
と
き
、
そ
の
文
量
・
内
容
・
方
法
は
ど
う
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材

を
考
え
て
も
、
小
学
校
の「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
、
中
学
校
の「
故
郷
」
、
高
校
の「
羅

生
門
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
の
様
々
に
つ
い
て
の
難
易
度
は
き
わ
め
て
上
が
っ

て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
難
易
度
の
上
が
り

方
が
急
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
視
点
で
考
え
た
際
、
短
歌
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
与
謝
野
晶
子
・
石
川
啄
木
・
正
岡
子
規
な
ど
の
短
歌
は
、
ど
の

校
種
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
に
よ
っ
て
の
難
易
度
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
三
十
一
文
字
と
い
う
限
定
の
中
で
表
現
さ
れ
る
と

い
う
同
一
性
を
持
つ
。
ま
た
、
同
じ
歌
人
に
よ
る
作
品
に
つ
い
て
校
種
を
変
え

て
も
学
ぶ
こ
と
に
よ
る
系
統
性
を
持
つ
。
さ
ら
に
は
、
各
歌
が
何
ら
か
の
感
動

を
詠
み
上
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
一
定
の
枠
の

中
で
、
積
み
重
ね
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
指
導
す
る
こ
と
の
で
き
る
充
実
さ

と
系
統
性
を
持
っ
た
文
学
教
材
と
し
て
短
歌
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
中

高
の
短
歌
の
指
導
を
考
え
る
こ
と
は
教
科
国
語
の
充
実
に
お
い
て
価
値
あ
る

 

（278）

こ
と
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
中
学
校
教
科
書
掲
載
短
歌
に

つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

２ 

研
究
の
方
法 

 

本
稿
で
は
、
平
成
２
９
年
告
示
学
習
指
導
要
領
の
直
前
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、

平
成
２
０
年
告
示
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
最
後
の
検
定
教
科
書
で
あ
る
平

成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書
の
掲
載
短
歌
に
つ
い
て
一
覧
化
し
、
分
析
・

考
察
を
す
る
。
こ
れ
は
、
本
稿
以
降
の
研
究
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
教
科
書 

と
の
比
較
・
分
析
や
他
校
種
教
科
書
と
の
比
較
・
分
析
・
考
察
を
企
図
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
、
本
稿
は
そ
の
基
礎
研
究
か
つ
史
的
研
究
の
位
置
づ
け
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
の
先
行
研
究
と
し
て
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
〇
・
二
〇

一
一
・
二
〇
一
三
）
が
あ
る
。
（
注
１
）
こ
れ
ら
は
平
成
期
の
中
学
校
国
語
教
科
書

に
お
け
る
掲
載
短
歌
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
代
以
降
の
短
歌

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
も
載
せ
て
い
る
。
本
稿
は
入
江
に
よ

る
こ
れ
ら
の
論
考
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
短
歌
の
章
立

て
に
お
け
る
章
末
の
設
問
、
い
わ
ゆ
る「
学
習
の
手
引
き
」
に
つ
い
て
も
一
覧
化

し
、
考
察
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
令
和
３
年
度
の
も
の
と
比
較
す
る
た
め
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
短
歌
を
教
材
と
し
た
章
立
て
が
何
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
と
ら
え
る
た
め
で
あ
る
。 

 

３ 

平
成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書 

 

こ
こ
で
は
、
出
版
会
社
ご
と
に
、
平
成
２
７
年
度
中
学
校
国
語
教
科
書
掲
載

短
歌
お
よ
び
章
末
問
題
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
加
え
る
。
な

お
、
掲
載
歌
の
記
載
の
仕
方
と
し
て
、
章
タ
イ
ト
ル
・
作
者
名
・
掲
載
歌
の
順
と

す
る
。
ま
た
、
掲
載
歌
の
文
言
表
記
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に
記
載
さ
れ
た
ま

ま
に
記
述
す
る
。  

 

（
１
）
東
京
書
籍 

『
新
編
新
し
い
国
語
２
』 

「
扉
の
短
歌
七
首
」 

岡
本
か
の
子 

 
 

 

桜
ば
な
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に
生
命
を
か
け
て
わ
が
眺
め
た
り 

北
原
白
秋 

 
 

 

草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り 

荻
原
裕
幸 

 
 

 

夏
木
立
ひ
か
り
ち
ら
し
て
か
が
や
け
る
青
葉
の
中
に
わ
が
青
葉
あ
り 

早
坂
類 

 
 

 

虹
よ
立
て
夏
の
終
り
を
も
生
き
て
ゆ
く
ぼ
く
の
い
の
ち
の
頭
上
は
る
か
に 

穂
村
弘 

 
 

 

ほ
ん
と
う
に
お
れ
の
も
ん
か
よ
冷
蔵
庫
の
卵
置
き
場
に
落
ち
る
涙
は 

千
葉
聡 

 
 

 
卒
業
生
最
後
の
一
人
が
門
を
出
て
二
歩
バ
ッ
ク
し
て
ま
た
出
て
い
っ
た 

 

読
む〈
言
語
感
覚
〉 
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「
短
歌
を
楽
し
む
」 

道
浦
母
都
子 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 

金
色
の
ち
ひ
さ
き
鳥
の
か
た
ち
し
て
銀
杏
ち
る
な
り
夕
日
の
岡
に 

寺
山
修
司 

 
 

 

海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り 

栗
木
京
子 

 
 

 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

 「
短
歌
五
首
」 

正
岡
子
規 

 
 

 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 

最
上
川
の
上
空
に
し
て
残
れ
る
は
い
ま
だ
う
つ
く
し
き
虹
の
断
片 

若
山
牧
水 

 
 

 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

俵
万
智 

 
 

 

「
寒
い
ね
」と
話
し
か
け
れ
ば「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ 

 

て
び
き 

短
歌
を
読
み
味
わ
い
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う 

［
目
標
］ 

・
情
景
や
心
情
を
表
す
語
句
に
注
意
し
て
、
短
歌
を
読
み
味
わ
う
。 

・
短
歌
の
表
現
の
工
夫
な
ど
を
捉
え
て
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。 

読
み
取
る 

 
 

 

１ 

「
短
歌
を
楽
し
む
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
三
首
に
つ
い
て
、
鑑
賞

文
を
参
考
に
し
て
情
景
や
心
情
を
捉
え
よ
う
。
ま
た
、
音
読
し
て
短
歌

の
リ
ズ
ム
を
味
わ
お
う
。 

 
 

２ 

「
短
歌
五
首
」
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
情
景
や
心

情
を
想
像
し
た
り
、
気
に
入
っ
た
歌
を
暗
唱
し
た
り
し
て
み
よ
う
。 

考
え
を
深
め
る 

 
 

３ 

「
短
歌
五
首
」
（
あ
る
い
は
、「
扉
の
短
歌
七
首
」
を
加
え
た
十
二
首
）
か

ら
一
首
を
選
び
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。 

 
 

た
す
け 

短
歌
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
や
想
像
し
た
こ
と
、
表
現
の
工
夫
と

し
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
よ
う
。
鑑
賞
し
た
こ
と
を
発
表
し
合

う
の
も
よ
い
。 

 

言
葉
の
力 

短
歌
を
鑑
賞
す
る 

 
 

・
短
歌
の
形
式
を
理
解
す
る
。
短
歌
は
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
三
十
一
音

を
定
形
と
す
る
。 

 
 

・
音
読
し
て
、
短
歌
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
る
。 

 
 

・
句
切
れ
に
注
意
し
て
、
音
読
や
意
味
の
理
解
に
役
立
て
る
。 

 
 

・
語
句
の
意
味
や
表
現
技
法
な
ど
に
注
意
し
て
、
情
景
や
心
情
を
捉
え
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る
。 

 
 

・
読
み
取
っ
た
こ
と
か
ら
、
想
像
を
広
げ
て
い
く
。 

 

書
く〈
詩
歌
創
作
〉 

「
短
歌
の
リ
ズ
ム
で
表
現
し
よ
う
」 

［
目
標
］ 

・
自
然
や
体
験
の
描
き
方
を
工
夫
し
て
、
短
歌
を
作
る
。 

短
歌
は
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
定
型
詩
で
あ
る
。
自

然
の
風
景
や
体
験
し
た
こ
と
な
ど
を
題
材
に
し
て
、
一
瞬
感
じ
た
心

の
動
き
や
、
じ
っ
く
り
深
め
た
自
分
の
思
い
を
、
短
歌
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ

て
表
現
し
て
み
よ
う
。 

 
 

 

１ 

短
歌
の
題
材
を
見
つ
け
る 

 
 

 

２ 

短
歌
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
、
描
き
方
を
工
夫
す
る 

 
 

 
 

言
葉
の
力 

描
き
方
を
工
夫
す
る 

 
 

 
 

 

・
鮮
明
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
言
葉
を
選
ぶ
。 

 
 

 
 

 

・
読
者
が
想
像
を
広
げ
た
く
な
る
よ
う
に
書
く
。  

 
 

 

３ 

清
書
し
て
読
み
合
う 

 

書
く〈
感
性
・創
造
〉 

「
い
き
い
き
と
描
き
出
そ
う 

短
歌
か
ら
始
ま
る
物
語
」 

［
目
標
］ 

・
情
景
や
心
情
な
ど
を
い
き
い
き
と
表
す
よ
う
に
、
描
写
を
工
夫
し
て
物

語
を
作
る
。 

・
書
い
た
物
語
を
読
み
合
っ
て
、
材
料
の
活
用
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見

を
交
換
し
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
。 

想
像
を
豊
か
に
広
げ
て
、
物
語
を
作
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
、

想
像
を
広
げ
る
た
め
の
出
発
点
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
読
ん

で
心
に
残
っ
た
短
歌
を
出
発
点
に
し
て
み
よ
う
。
短
歌
で
は
、
情
景

や
心
情
が
、
限
ら
れ
た
言
葉
に
凝
縮
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

物
語
で
は
、
場
面
ご
と
の
情
景
や
出
来
事
、
人
物
の
行
動
や
心
情

な
ど
が
多
く
の
言
葉
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
。
短
歌
の
表
現
か
ら

想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
自
分
だ
け
の
物
語
を
創
作
し
よ
う
。 

 
 

１ 

短
歌
を
選
び
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る 

 
 

 

短
歌 

 
 

 
 

１ 

お
互
い
に
声
掛
け
合
っ
て
頂
の
白
い
雲
ま
で
登
っ
て
ゆ
こ
う 

 
 

 
 

２ 

そ
し
て
今
審
判
の
吹
く
ホ
イ
ッ
ス
ル
最
後
の
シ
ュ
ー
ト
空
へ
外
れ
る 

 
 

 
 

３ 

「
ご
め
ん
ね
」
と
そ
の
一
言
が
言
え
な
く
て
帰
り
支
度
の
君
を
見
送

る 
 

 
 

 

４ 

雪
積
も
る
朝
は
何
だ
か
う
れ
し
く
て
一
番
乗
り
で
歩
く
校
庭 

 
 

 
 

５ 

踊
り
場
で
擦
れ
違
う
と
き
先
輩
の
か
ば
ん
の
中
で
筆
箱
が
鳴
る 

 
 

 
 

６ 

弟
が
腹
ば
い
に
な
り
描
き
散
ら
す
赤
の
ク
レ
ヨ
ン
青
の
ク
レ
ヨ
ン 

 
 

 
 

７ 

押
し
入
れ
は
青
き
水
槽
遠
い
日
の
人
形
・
絵
本
・
積
み
木
な
ど
住

む 
 

 
 

 

８ 

宿
題
を
始
め
る
前
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
こ
こ
し
ば
ら
く
は
稲
妻
の
巻 
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「
短
歌
を
楽
し
む
」 

道
浦
母
都
子 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 

金
色
の
ち
ひ
さ
き
鳥
の
か
た
ち
し
て
銀
杏
ち
る
な
り
夕
日
の
岡
に 

寺
山
修
司 

 
 

 

海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り 

栗
木
京
子 

 
 

 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

 「
短
歌
五
首
」 

正
岡
子
規 

 
 

 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 

最
上
川
の
上
空
に
し
て
残
れ
る
は
い
ま
だ
う
つ
く
し
き
虹
の
断
片 

若
山
牧
水 

 
 

 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

俵
万
智 

 
 

 

「
寒
い
ね
」と
話
し
か
け
れ
ば「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ 

 

て
び
き 

短
歌
を
読
み
味
わ
い
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う 

［
目
標
］ 

・
情
景
や
心
情
を
表
す
語
句
に
注
意
し
て
、
短
歌
を
読
み
味
わ
う
。 

・
短
歌
の
表
現
の
工
夫
な
ど
を
捉
え
て
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。 

読
み
取
る 

 
 

 

１ 

「
短
歌
を
楽
し
む
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
三
首
に
つ
い
て
、
鑑
賞

文
を
参
考
に
し
て
情
景
や
心
情
を
捉
え
よ
う
。
ま
た
、
音
読
し
て
短
歌

の
リ
ズ
ム
を
味
わ
お
う
。 

 
 

２ 

「
短
歌
五
首
」
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
情
景
や
心

情
を
想
像
し
た
り
、
気
に
入
っ
た
歌
を
暗
唱
し
た
り
し
て
み
よ
う
。 

考
え
を
深
め
る 

 
 

３ 

「
短
歌
五
首
」
（
あ
る
い
は
、「
扉
の
短
歌
七
首
」
を
加
え
た
十
二
首
）
か

ら
一
首
を
選
び
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
。 

 
 

た
す
け 

短
歌
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
や
想
像
し
た
こ
と
、
表
現
の
工
夫
と

し
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
よ
う
。
鑑
賞
し
た
こ
と
を
発
表
し
合

う
の
も
よ
い
。 

 

言
葉
の
力 

短
歌
を
鑑
賞
す
る 

 
 

・
短
歌
の
形
式
を
理
解
す
る
。
短
歌
は
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
三
十
一
音

を
定
形
と
す
る
。 

 
 

・
音
読
し
て
、
短
歌
の
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
る
。 

 
 

・
句
切
れ
に
注
意
し
て
、
音
読
や
意
味
の
理
解
に
役
立
て
る
。 

 
 

・
語
句
の
意
味
や
表
現
技
法
な
ど
に
注
意
し
て
、
情
景
や
心
情
を
捉
え
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る
。 

 
 

・
読
み
取
っ
た
こ
と
か
ら
、
想
像
を
広
げ
て
い
く
。 

 

書
く〈
詩
歌
創
作
〉 

「
短
歌
の
リ
ズ
ム
で
表
現
し
よ
う
」 

［
目
標
］ 

・
自
然
や
体
験
の
描
き
方
を
工
夫
し
て
、
短
歌
を
作
る
。 

短
歌
は
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
定
型
詩
で
あ
る
。
自

然
の
風
景
や
体
験
し
た
こ
と
な
ど
を
題
材
に
し
て
、
一
瞬
感
じ
た
心

の
動
き
や
、
じ
っ
く
り
深
め
た
自
分
の
思
い
を
、
短
歌
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ

て
表
現
し
て
み
よ
う
。 

 
 

 

１ 

短
歌
の
題
材
を
見
つ
け
る 

 
 

 

２ 

短
歌
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
、
描
き
方
を
工
夫
す
る 

 
 

 
 

言
葉
の
力 

描
き
方
を
工
夫
す
る 

 
 

 
 

 

・
鮮
明
な
印
象
を
与
え
る
よ
う
に
言
葉
を
選
ぶ
。 

 
 

 
 

 

・
読
者
が
想
像
を
広
げ
た
く
な
る
よ
う
に
書
く
。  

 
 

 

３ 

清
書
し
て
読
み
合
う 

 

書
く〈
感
性
・創
造
〉 

「
い
き
い
き
と
描
き
出
そ
う 

短
歌
か
ら
始
ま
る
物
語
」 

［
目
標
］ 

・
情
景
や
心
情
な
ど
を
い
き
い
き
と
表
す
よ
う
に
、
描
写
を
工
夫
し
て
物

語
を
作
る
。 

・
書
い
た
物
語
を
読
み
合
っ
て
、
材
料
の
活
用
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見

を
交
換
し
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
。 

想
像
を
豊
か
に
広
げ
て
、
物
語
を
作
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
、

想
像
を
広
げ
る
た
め
の
出
発
点
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
読
ん

で
心
に
残
っ
た
短
歌
を
出
発
点
に
し
て
み
よ
う
。
短
歌
で
は
、
情
景

や
心
情
が
、
限
ら
れ
た
言
葉
に
凝
縮
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

物
語
で
は
、
場
面
ご
と
の
情
景
や
出
来
事
、
人
物
の
行
動
や
心
情

な
ど
が
多
く
の
言
葉
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
。
短
歌
の
表
現
か
ら

想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
自
分
だ
け
の
物
語
を
創
作
し
よ
う
。 

 
 

１ 

短
歌
を
選
び
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る 

 
 

 

短
歌 

 
 

 
 

１ 

お
互
い
に
声
掛
け
合
っ
て
頂
の
白
い
雲
ま
で
登
っ
て
ゆ
こ
う 

 
 

 
 

２ 

そ
し
て
今
審
判
の
吹
く
ホ
イ
ッ
ス
ル
最
後
の
シ
ュ
ー
ト
空
へ
外
れ
る 

 
 

 
 

３ 

「
ご
め
ん
ね
」
と
そ
の
一
言
が
言
え
な
く
て
帰
り
支
度
の
君
を
見
送

る 
 

 
 

 

４ 

雪
積
も
る
朝
は
何
だ
か
う
れ
し
く
て
一
番
乗
り
で
歩
く
校
庭 

 
 

 
 

５ 

踊
り
場
で
擦
れ
違
う
と
き
先
輩
の
か
ば
ん
の
中
で
筆
箱
が
鳴
る 

 
 

 
 

６ 

弟
が
腹
ば
い
に
な
り
描
き
散
ら
す
赤
の
ク
レ
ヨ
ン
青
の
ク
レ
ヨ
ン 

 
 

 
 

７ 
押
し
入
れ
は
青
き
水
槽
遠
い
日
の
人
形
・
絵
本
・
積
み
木
な
ど
住

む 
 

 
 

 

８ 

宿
題
を
始
め
る
前
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
こ
こ
し
ば
ら
く
は
稲
妻
の
巻 
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９ 

図
書
室
は
森
の
静
け
さ
窓
際
の
席
に
う
つ
む
く
友
を
見
つ
け
た 

  

東
京
書
籍
は
短
歌
を
２
年
生
に
配
置
し
て
い
る
。
な
お
、
短
歌
の
章
立
て
は

各
社
と
も
２
年
生
に
配
置
し
て
い
る
。
創
作
す
る
章
を
配
置
し
、「
書
く
（
詩

歌
創
作
）
」
と
記
載
し
て
お
り
１
年
生
で
詩
・
３
年
生
で
俳
句
と
、
詩
歌
に
つ
い

て
の
創
作
学
習
を
３
年
間
で
分
割
し
て
行
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
各
社
も
詩
・
短
歌
・
俳
句
の
学
習
を
１
～
３
年
に
分
割
で
配
置
し
て
い
る

が
、
３
年
間
の
大
き
な「
詩
歌
単
元
」
と
し
て
単
純
に
見
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
東
京
書
籍
だ
け
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
短
歌
を
学
習
材
と
し
、「
読
む〈
言
語
感
覚
〉
」「
書
く〈
詩
歌
創
作
〉
」

「
書
く〈
感
性
・
創
造
〉
」
と
三
つ
の
学
習
を
提
起
し
て
い
る
。
特
に
、「
書
く
」
に

つ
い
て
は
、
単
に
短
歌
創
作
だ
け
で
な
く
、
短
歌
を
も
と
と
し
た
発
展
的
創
作

の
学
習
を
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。「
短
歌
を
出
発
点
に
」「
短
歌
の
表

現
か
ら
」
、「
物
語
を
創
作
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

短
歌
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
章
だ
け
で
な
く
、「
扉
の
短
歌
」
と
題
さ
れ
て
、

六
首
の
短
歌
が
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。
加
え
て
、
章
末
の「
て
び
き
」
に
も
、
歌

人
の
も
の
で
は
な
い
が
、
九
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
章
に
お
け
る
短
歌
と
併
せ

て
二
三
首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

先
に
も
あ
げ
た「
書
く〈
感
性
・
創
造
〉
」
の
学
習
を
詳
述
す
る
。
短
歌
を
も

と
に
創
作
さ
せ
る
学
習
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
散
文
・
物
語
を
書
き
表
す
学
習
で
あ
る
。
読
む→

書
く
（
短
歌
）→

読
む

＋
書
く
（
物
語
）
と
い
う
よ
う
に
、
短
歌
学
習
を
段
階
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
る
。
短
歌
そ
の
も
の
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
短
歌
か
ら
読
み
取

ら
れ
た
も
の
を
文
字
化
し
、
か
つ
、
自
身
の
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
い
う
学

習
で
あ
る
。 

 

歌
人
と
し
て
は
、
岡
本
か
の
子
・
荻
原
裕
幸
、
早
坂
類
・
千
葉
聡
は
、
東
京
書

籍
の
み
が
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
穂
村
弘
「
ほ
ん
と
う
に
～
」
・
与
謝
野
晶
子

「
金
色
の
～
」
・
斎
藤
茂
吉
「
最
上
川
～
」
の
各
歌
に
つ
い
て
は
、
他
社
教
科
書
で

は
扱
っ
て
お
ら
ず
、
東
京
書
籍
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
京
書
籍
は
、
学
習
材
と
し
て
の
短
歌
に
可
能
性
を
と

ら
え
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
を
、
解
釈
す
る
だ
け
の
も
の
で
な

く
、
表
現
す
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
で
あ
り
、
か
つ
、
融
合
で

き
る
学
習
材
と
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
充
実
の
度
合
い
は
、
他
社
を

圧
倒
し
て
い
る
。
掲
載
歌
数
も
五
社
の
う
ち
最
も
多
く
、
歌
人
の
作
品
、
歌
人

で
は
な
い
者
の
作
品
、
明
治
大
正
期
の
作
品
、
昭
和
平
成
期
の
作
品
、
と
種
類

に
も
富
ん
で
い
る
。
岡
本
・
荻
原
・
早
坂
・
千
葉
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
の
も
東

京
書
籍
の
み
で
あ
る
。
岡
本
な
ど
は
、
歌
人
で
あ
り
セ
ン
タ
ー
試
験
に
も
出
題

さ
れ
た
小
説
家
で
も
あ
る
。
掲
載
歌
は
、
季
節
に
注
目
さ
せ
た
い
も
の
、
中
学

生
の
心
情
に
寄
り
添
え
る
も
の
、
そ
の
歌
人
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
る

も
の
、
な
ど
多
彩
で
あ
る
。「
扉
の
短
歌
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
短
歌
へ
の
接
近
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
道
浦
母
都
子
に
よ
る
書
き
下
ろ
し「
短
歌
を
楽
し
む
」

も
、
短
歌
を
評
す
る
格
好
の
例
文
で
あ
り
、
同
時
に
、
短
歌
に
対
す
る
着
目

点
の
視
座
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
単
に
短
歌
が
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
を
自
由

 

（282）

に
楽
し
む
の
も
、
短
歌
へ
の
方
策
で
は
あ
ろ
う
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
自
由
度
が

高
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
。
書
き
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
で
、
読
み
手
で
あ
る
中

学
生
を
し
っ
か
り
念
頭
に
置
い
た
文
章
で
も
あ
る
。
こ
の「
短
歌
を
楽
し
む
」
の

価
値
は
中
学
校
で
の
短
歌
学
習
に
お
い
て
非
常
に
大
き
い
。 

 

（
２
）
学
校
図
書 

『
中
学
校
国
語
２
』 

２
生
命 

 

言
葉
を
吟
味
し
て
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
よ
う
。  

 「
短
歌
」 

俵
万
智 

 
 

 

「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
君
が
言
っ
た
か
ら
七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日 

 「
短
歌
十
五
首
」 

心
と
自
然 

正
岡
子
規 

 
 

 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

道
浦
母
都
子 

 
 

 

秋
草
の
直
立
つ
中
に
ひ
と
り
立
ち
悲
し
す
ぎ
れ
ば
笑
い
た
く
な
る 

河
野
裕
子 

 
 

 

振
り
む
け
ば
な
く
な
り
さ
う
な
追
憶
の 

ゆ
ふ
や
み
に
咲
く
い
ち
め
ん
の

菜
の
花 

馬
場
あ
き
子 

 
 

 

あ
や
ま
た
ず
来
る
冬
の
こ
と
黄
や
赤
の
落
葉
は
ほ
ほ
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
散
る  

青
春
と
歌 

石
川
啄
木 

 
 

 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

平
井
弘 

 
 

 

困
ら
せ
る
側
に
目
立
た
ず
い
る
こ
と
を
好
み
き
誰
の
味
方
で
も
な
く 

栗
木
京
子 

 
 

 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

寺
山
修
司 

 
 

 

わ
が
シ
ャ
ツ
を
干
さ
ん
高
さ
の
向
日
葵
は
明
日
ひ
ら
く
べ
し
明
日
を
信
ぜ

ん 

歴
史
と
社
会
の
中
で 

釈
迢
空 

 
 

 

た
ゝ
か
ひ
に
果
て
に
し
子
ゆ
ゑ
、
身
に
沁
み
て 

こ
と
し
の
桜 

あ
は
れ 

散
り
ゆ
く 

土
岐
善
麿 

 
 

 

遺
棄
死
体
数
百
と
い
ひ
数
千
と
い
ふ
い
の
ち
を
ふ
た
つ
も
ち
し
も
の
な
し 

岡
野
弘
彦 

 
 

 

砂
あ
ら
し 

地
を
削
り
て
す
さ
ぶ
野
に 

爆
死
せ
し
子
を
抱
き
て
立
つ
母 

家
族
と
命 
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９ 

図
書
室
は
森
の
静
け
さ
窓
際
の
席
に
う
つ
む
く
友
を
見
つ
け
た 

  

東
京
書
籍
は
短
歌
を
２
年
生
に
配
置
し
て
い
る
。
な
お
、
短
歌
の
章
立
て
は

各
社
と
も
２
年
生
に
配
置
し
て
い
る
。
創
作
す
る
章
を
配
置
し
、「
書
く
（
詩

歌
創
作
）
」
と
記
載
し
て
お
り
１
年
生
で
詩
・
３
年
生
で
俳
句
と
、
詩
歌
に
つ
い

て
の
創
作
学
習
を
３
年
間
で
分
割
し
て
行
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
各
社
も
詩
・
短
歌
・
俳
句
の
学
習
を
１
～
３
年
に
分
割
で
配
置
し
て
い
る

が
、
３
年
間
の
大
き
な「
詩
歌
単
元
」
と
し
て
単
純
に
見
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
東
京
書
籍
だ
け
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
短
歌
を
学
習
材
と
し
、「
読
む〈
言
語
感
覚
〉
」「
書
く〈
詩
歌
創
作
〉
」

「
書
く〈
感
性
・
創
造
〉
」
と
三
つ
の
学
習
を
提
起
し
て
い
る
。
特
に
、「
書
く
」
に

つ
い
て
は
、
単
に
短
歌
創
作
だ
け
で
な
く
、
短
歌
を
も
と
と
し
た
発
展
的
創
作

の
学
習
を
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。「
短
歌
を
出
発
点
に
」「
短
歌
の
表

現
か
ら
」
、「
物
語
を
創
作
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

短
歌
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
章
だ
け
で
な
く
、「
扉
の
短
歌
」
と
題
さ
れ
て
、

六
首
の
短
歌
が
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。
加
え
て
、
章
末
の「
て
び
き
」
に
も
、
歌

人
の
も
の
で
は
な
い
が
、
九
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
章
に
お
け
る
短
歌
と
併
せ

て
二
三
首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

先
に
も
あ
げ
た「
書
く〈
感
性
・
創
造
〉
」
の
学
習
を
詳
述
す
る
。
短
歌
を
も

と
に
創
作
さ
せ
る
学
習
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
散
文
・
物
語
を
書
き
表
す
学
習
で
あ
る
。
読
む→

書
く
（
短
歌
）→

読
む

＋
書
く
（
物
語
）
と
い
う
よ
う
に
、
短
歌
学
習
を
段
階
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
る
。
短
歌
そ
の
も
の
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
短
歌
か
ら
読
み
取

ら
れ
た
も
の
を
文
字
化
し
、
か
つ
、
自
身
の
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
い
う
学

習
で
あ
る
。 

 

歌
人
と
し
て
は
、
岡
本
か
の
子
・
荻
原
裕
幸
、
早
坂
類
・
千
葉
聡
は
、
東
京
書

籍
の
み
が
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
穂
村
弘
「
ほ
ん
と
う
に
～
」
・
与
謝
野
晶
子

「
金
色
の
～
」
・
斎
藤
茂
吉
「
最
上
川
～
」
の
各
歌
に
つ
い
て
は
、
他
社
教
科
書
で

は
扱
っ
て
お
ら
ず
、
東
京
書
籍
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
京
書
籍
は
、
学
習
材
と
し
て
の
短
歌
に
可
能
性
を
と

ら
え
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
を
、
解
釈
す
る
だ
け
の
も
の
で
な

く
、
表
現
す
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
で
あ
り
、
か
つ
、
融
合
で

き
る
学
習
材
と
と
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
充
実
の
度
合
い
は
、
他
社
を

圧
倒
し
て
い
る
。
掲
載
歌
数
も
五
社
の
う
ち
最
も
多
く
、
歌
人
の
作
品
、
歌
人

で
は
な
い
者
の
作
品
、
明
治
大
正
期
の
作
品
、
昭
和
平
成
期
の
作
品
、
と
種
類

に
も
富
ん
で
い
る
。
岡
本
・
荻
原
・
早
坂
・
千
葉
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
の
も
東

京
書
籍
の
み
で
あ
る
。
岡
本
な
ど
は
、
歌
人
で
あ
り
セ
ン
タ
ー
試
験
に
も
出
題

さ
れ
た
小
説
家
で
も
あ
る
。
掲
載
歌
は
、
季
節
に
注
目
さ
せ
た
い
も
の
、
中
学

生
の
心
情
に
寄
り
添
え
る
も
の
、
そ
の
歌
人
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
る

も
の
、
な
ど
多
彩
で
あ
る
。「
扉
の
短
歌
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
短
歌
へ
の
接
近
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
道
浦
母
都
子
に
よ
る
書
き
下
ろ
し「
短
歌
を
楽
し
む
」

も
、
短
歌
を
評
す
る
格
好
の
例
文
で
あ
り
、
同
時
に
、
短
歌
に
対
す
る
着
目

点
の
視
座
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
単
に
短
歌
が
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
を
自
由
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に
楽
し
む
の
も
、
短
歌
へ
の
方
策
で
は
あ
ろ
う
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
自
由
度
が

高
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
。
書
き
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
で
、
読
み
手
で
あ
る
中

学
生
を
し
っ
か
り
念
頭
に
置
い
た
文
章
で
も
あ
る
。
こ
の「
短
歌
を
楽
し
む
」
の

価
値
は
中
学
校
で
の
短
歌
学
習
に
お
い
て
非
常
に
大
き
い
。 

 

（
２
）
学
校
図
書 

『
中
学
校
国
語
２
』 

２
生
命 

 

言
葉
を
吟
味
し
て
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
よ
う
。  

 「
短
歌
」 

俵
万
智 

 
 

 

「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
君
が
言
っ
た
か
ら
七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日 

 「
短
歌
十
五
首
」 

心
と
自
然 

正
岡
子
規 

 
 

 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

道
浦
母
都
子 

 
 

 

秋
草
の
直
立
つ
中
に
ひ
と
り
立
ち
悲
し
す
ぎ
れ
ば
笑
い
た
く
な
る 

河
野
裕
子 

 
 

 

振
り
む
け
ば
な
く
な
り
さ
う
な
追
憶
の 

ゆ
ふ
や
み
に
咲
く
い
ち
め
ん
の

菜
の
花 

馬
場
あ
き
子 

 
 

 

あ
や
ま
た
ず
来
る
冬
の
こ
と
黄
や
赤
の
落
葉
は
ほ
ほ
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
散
る  

青
春
と
歌 

石
川
啄
木 
 

 
 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

平
井
弘 

 
 

 

困
ら
せ
る
側
に
目
立
た
ず
い
る
こ
と
を
好
み
き
誰
の
味
方
で
も
な
く 

栗
木
京
子 

 
 

 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

寺
山
修
司 

 
 

 

わ
が
シ
ャ
ツ
を
干
さ
ん
高
さ
の
向
日
葵
は
明
日
ひ
ら
く
べ
し
明
日
を
信
ぜ

ん 

歴
史
と
社
会
の
中
で 

釈
迢
空 

 
 

 

た
ゝ
か
ひ
に
果
て
に
し
子
ゆ
ゑ
、
身
に
沁
み
て 

こ
と
し
の
桜 

あ
は
れ 

散
り
ゆ
く 

土
岐
善
麿 

 
 

 
遺
棄
死
体
数
百
と
い
ひ
数
千
と
い
ふ
い
の
ち
を
ふ
た
つ
も
ち
し
も
の
な
し 

岡
野
弘
彦 

 
 

 

砂
あ
ら
し 

地
を
削
り
て
す
さ
ぶ
野
に 

爆
死
せ
し
子
を
抱
き
て
立
つ
母 

家
族
と
命 
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斎
藤
茂
吉 

 
 

 
死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
こ
ゆ
る 

岡
井
隆 

 
 

 

眠
ら
れ
ぬ
母
の
た
め
わ
が
誦
む
童
話
母
の
寝
入
り
し
後
王
子
死
す 

植
田
多
喜
子 

 
 

 

顔
よ
せ
て
め
ぐ
し
き
額
撫
で
に
け
り
こ
の
世
の
名
前
今
つ
き
し
児
を 

佐
佐
木
幸
綱 

 
 

 

の
ぼ
り
坂
の
ペ
ダ
ル
踏
み
つ
つ
子
は
叫
ぶ「
ま
っ
す
ぐ
？
」
、
そ
う
だ
、
ど
ん

ど
ん
の
ぼ
れ 

 

学
び
の
窓 

１ 

次
の
点
で
短
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
情
景
を
捉
え
、
交
流
し
よ

う
。 

 
 

 

１ 

「
心
と
自
然
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
情
景
と
心
情
が

表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

２ 

「
青
春
と
歌
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
青
春
の
心
が
表

現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

３ 

「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
・
社
会
的
状
況
と
心
情
と
の
関
わ
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

４ 

「
家
族
と
命
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
家
族
と
命
に
対
す
る
ど
の
よ

う
な
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

２ 

次
の
手
順
で
短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
、
交
流
し
よ
う
。 

 
 

 

１ 

自
分
が
最
も
感
動
し
た
作
品
は
ど
れ
か
。 

 
 

 

２ 

そ
の
作
品
の
ど
の
言
葉
に
心
を
動
か
さ
れ
た
か
。   

 
 

 

３ 

そ
の
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

４ 

ど
の
よ
う
に
音
読
す
れ
ば
、
感
動
や
言
葉
の
工
夫
を
表
す
こ
と
が
で

き
る
か
。 

３ 

次
の
斎
藤
茂
吉
の
連
作
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
を
読
ん
で
、「
死
に
近
き
」
の

歌
が
ど
の
よ
う
な
経
過
や
心
情
の
変
化
の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
考
え

て
み
よ
う
。 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る 
 

 
 

 

朝
さ
む
み
桑
の
木
の
葉
に
霜
ふ
り
て
母
に
ち
か
づ
く
汽
車
走
る
な
り 

 
 

 
 

寄
り
添
へ
る
吾
を
目
守
り
て
言
ひ
た
ま
ふ
何
か
い
ひ
た
ま
ふ
わ
れ
は
子

な
れ
ば 

 
 

 
 

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
こ
ゆ
る 

 
 

 
 

我
が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
母

よ 
 

 
 

 

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り 

 
 

 
 

星
の
ゐ
る
夜
ぞ
ら
の
も
と
に
赤
赤
と
は
は
そ
は
の
母
は
燃
え
ゆ
き
に
け

り 
 

つ
い
た
力
を
確
か
め
よ
う
〈
短
歌
〉 

言
葉
の
力 
短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
、
音
読
に
生
か
す
こ
と
が
で 
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き
た
。 

考
え
る
力 

短
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
情
景
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
た
。 

知
識
や
技
能 

連
作
短
歌
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
よ
さ
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
。 

  

学
校
図
書
は
、
短
歌
を
読
む
こ
と
の
学
習
材
と
し
て
企
図
し
て
い
る
。「
学
び

の
窓
」
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
設
問
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ「
込
め
ら
れ
た
思
い

や
情
景
を
捉
え
」「
短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
」「
ど
の
よ
う
な
経
過
や
心
情

の
変
化
の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
考
え
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
短
歌
解
釈
や

そ
の
た
め
の
着
目
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
の
最
後
に
は
、
振
り
返

り
の
た
め
の
も
の
と
し
て
、「
つ
い
た
力
を
確
か
め
よ
う
」
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
も

同
様
の
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。 

 

大
き
な
特
徴
と
し
て
、
斎
藤
茂
吉
の
連
作
が
あ
げ
ら
れ
て
も
の
が
あ
る
。
短

歌
を
一
首
の
み
で
の
作
品
と
す
る
視
点
だ
け
で
な
く
、
連
続
性
の
あ
る
作
品

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
死
に
近
き
母
～
」
を
、
単
体
と
し
て
解
釈

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
前
後
の
六
首
と
併
せ
て
読
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他

社
に
は
一
切
な
い
。 

 

「
短
歌
十
五
首
」
を
、
た
だ
並
べ
る
の
で
は
な
く
、「
心
と
自
然
」「
青
春
と
歌
」

「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」「
家
族
と
命
」
と
類
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
叙
景
・
叙

情
・
叙
事
と
い
っ
た
観
点
も
感
じ
ら
れ
る
。
詩
歌
の
分
類
の
一
視
点
を
載
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」
と
題
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
歌
が
扱
っ
て
い
る
内
容
は
、
他
社
に
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 

他
社
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
人
の
歌
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
掲
載

歌
は
十
五
人
二
一
首
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
道
浦
・
河
野
・
平
井
・
土
岐
・
岡
野
・

岡
井
・
植
田
・
佐
々
木
の
八
人
で
あ
る
。
明
治
大
正
期
の
歌
人
も
昭
和
平
成
期

の
歌
人
も
載
せ
て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
。
ま
た
、
寺
山
「
わ
が
シ
ャ
ツ
を
～
」
・

釈
「
た
ゝ
か
ひ
に
～
」
・
斎
藤
の
連
作
（「
み
ち
の
く
の
～
」
以
外
）
）
は
、
他
社
で
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
校
図
書
教
科
書
の
掲
載
短
歌
は
、
歌
の
内
容
に
注
目

し
、
そ
の
解
釈
に
向
け
た
授
業
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
解
釈
へ
の
視

座
と
し
て
短
歌
内
容
を
分
類
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
斎
藤
茂
吉
の
連
作

を
用
い
た
学
習
は
非
常
に
特
徴
的
だ
。
連
作
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
は
、
同
時

期
の
他
校
種
教
科
書
に
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
学
習
者
が
目
に
す
る
短
歌
は
、

そ
の
一
首
の
み
で
の
掲
載
に
よ
る
も
の
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
新
聞

の
投
稿
短
歌
欄
で
あ
っ
た
り
、
引
用
さ
れ
た
短
歌
で
あ
っ
た
り
、
教
科
書
掲
載

短
歌
で
あ
っ
た
り
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
一
首
掲
載

で
あ
る
。
た
だ
し
、
短
歌
雑
誌
な
ど
に
は
連
作
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
も
多

い
。
そ
の
相
違
は
、
授
業
以
降
の
学
習
者
の
意
識
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
の
形

態
の
可
能
性
の
認
識
へ
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
学
校
図
書
は
短
歌
単
元
を「
２ 

生
命
」
と
い
う
大
き
な
章
の
中

に
配
置
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は「
言
葉
を
吟
味
し
て
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意

識
を
深
め
よ
う
」
と
あ
る
。
言
葉
は
人
の
営
み
の
表
出
で
あ
り
、
営
み
そ
の
も

の
で
あ
る
。「
生
き
る
」
こ
と
の
ま
さ
に
実
感
と
し
て
の
短
歌
と
い
う
と
ら
え
方
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斎
藤
茂
吉 

 
 

 

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
こ
ゆ
る 

岡
井
隆 

 
 

 

眠
ら
れ
ぬ
母
の
た
め
わ
が
誦
む
童
話
母
の
寝
入
り
し
後
王
子
死
す 

植
田
多
喜
子 

 
 

 

顔
よ
せ
て
め
ぐ
し
き
額
撫
で
に
け
り
こ
の
世
の
名
前
今
つ
き
し
児
を 

佐
佐
木
幸
綱 

 
 

 

の
ぼ
り
坂
の
ペ
ダ
ル
踏
み
つ
つ
子
は
叫
ぶ「
ま
っ
す
ぐ
？
」
、
そ
う
だ
、
ど
ん

ど
ん
の
ぼ
れ 

 

学
び
の
窓 

１ 

次
の
点
で
短
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
情
景
を
捉
え
、
交
流
し
よ

う
。 

 
 

 

１ 

「
心
と
自
然
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
情
景
と
心
情
が

表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

２ 

「
青
春
と
歌
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
青
春
の
心
が
表

現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

３ 

「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
・
社
会
的
状
況
と
心
情
と
の
関
わ
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

４ 

「
家
族
と
命
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
は
、
家
族
と
命
に
対
す
る
ど
の
よ

う
な
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
。 

２ 

次
の
手
順
で
短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
、
交
流
し
よ
う
。 

 
 

 

１ 

自
分
が
最
も
感
動
し
た
作
品
は
ど
れ
か
。 

 
 

 

２ 

そ
の
作
品
の
ど
の
言
葉
に
心
を
動
か
さ
れ
た
か
。   

 
 

 

３ 

そ
の
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。 

 
 

 

４ 

ど
の
よ
う
に
音
読
す
れ
ば
、
感
動
や
言
葉
の
工
夫
を
表
す
こ
と
が
で

き
る
か
。 

３ 

次
の
斎
藤
茂
吉
の
連
作
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
を
読
ん
で
、「
死
に
近
き
」
の

歌
が
ど
の
よ
う
な
経
過
や
心
情
の
変
化
の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
考
え

て
み
よ
う
。 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る 
 

 
 

 

朝
さ
む
み
桑
の
木
の
葉
に
霜
ふ
り
て
母
に
ち
か
づ
く
汽
車
走
る
な
り 

 
 

 
 

寄
り
添
へ
る
吾
を
目
守
り
て
言
ひ
た
ま
ふ
何
か
い
ひ
た
ま
ふ
わ
れ
は
子

な
れ
ば 

 
 

 
 

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
こ
ゆ
る 

 
 

 
 

我
が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
母

よ 
 

 
 

 

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り 

 
 

 
 

星
の
ゐ
る
夜
ぞ
ら
の
も
と
に
赤
赤
と
は
は
そ
は
の
母
は
燃
え
ゆ
き
に
け

り 
 

つ
い
た
力
を
確
か
め
よ
う
〈
短
歌
〉 

言
葉
の
力 

短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
、
音
読
に
生
か
す
こ
と
が
で 
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き
た
。 

考
え
る
力 

短
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
情
景
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
た
。 

知
識
や
技
能 

連
作
短
歌
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
よ
さ
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
。 

  

学
校
図
書
は
、
短
歌
を
読
む
こ
と
の
学
習
材
と
し
て
企
図
し
て
い
る
。「
学
び

の
窓
」
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
設
問
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ「
込
め
ら
れ
た
思
い

や
情
景
を
捉
え
」「
短
歌
表
現
の
工
夫
を
捉
え
」「
ど
の
よ
う
な
経
過
や
心
情

の
変
化
の
中
で
歌
わ
れ
て
い
る
か
、
考
え
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
短
歌
解
釈
や

そ
の
た
め
の
着
目
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
の
最
後
に
は
、
振
り
返

り
の
た
め
の
も
の
と
し
て
、「
つ
い
た
力
を
確
か
め
よ
う
」
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
も

同
様
の
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。 

 

大
き
な
特
徴
と
し
て
、
斎
藤
茂
吉
の
連
作
が
あ
げ
ら
れ
て
も
の
が
あ
る
。
短

歌
を
一
首
の
み
で
の
作
品
と
す
る
視
点
だ
け
で
な
く
、
連
続
性
の
あ
る
作
品

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
死
に
近
き
母
～
」
を
、
単
体
と
し
て
解
釈

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
前
後
の
六
首
と
併
せ
て
読
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他

社
に
は
一
切
な
い
。 

 

「
短
歌
十
五
首
」
を
、
た
だ
並
べ
る
の
で
は
な
く
、「
心
と
自
然
」「
青
春
と
歌
」

「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」「
家
族
と
命
」
と
類
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
叙
景
・
叙

情
・
叙
事
と
い
っ
た
観
点
も
感
じ
ら
れ
る
。
詩
歌
の
分
類
の
一
視
点
を
載
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、「
歴
史
と
社
会
の
中
で
」
と
題
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
歌
が
扱
っ
て
い
る
内
容
は
、
他
社
に
な
い
も
の
で
あ
る
。 

 

他
社
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
人
の
歌
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
掲
載

歌
は
十
五
人
二
一
首
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
道
浦
・
河
野
・
平
井
・
土
岐
・
岡
野
・

岡
井
・
植
田
・
佐
々
木
の
八
人
で
あ
る
。
明
治
大
正
期
の
歌
人
も
昭
和
平
成
期

の
歌
人
も
載
せ
て
お
り
、
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
。
ま
た
、
寺
山
「
わ
が
シ
ャ
ツ
を
～
」
・

釈
「
た
ゝ
か
ひ
に
～
」
・
斎
藤
の
連
作
（「
み
ち
の
く
の
～
」
以
外
）
）
は
、
他
社
で
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
校
図
書
教
科
書
の
掲
載
短
歌
は
、
歌
の
内
容
に
注
目

し
、
そ
の
解
釈
に
向
け
た
授
業
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
解
釈
へ
の
視

座
と
し
て
短
歌
内
容
を
分
類
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
斎
藤
茂
吉
の
連
作

を
用
い
た
学
習
は
非
常
に
特
徴
的
だ
。
連
作
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
は
、
同
時

期
の
他
校
種
教
科
書
に
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
学
習
者
が
目
に
す
る
短
歌
は
、

そ
の
一
首
の
み
で
の
掲
載
に
よ
る
も
の
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
新
聞

の
投
稿
短
歌
欄
で
あ
っ
た
り
、
引
用
さ
れ
た
短
歌
で
あ
っ
た
り
、
教
科
書
掲
載

短
歌
で
あ
っ
た
り
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
一
首
掲
載

で
あ
る
。
た
だ
し
、
短
歌
雑
誌
な
ど
に
は
連
作
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
も
多

い
。
そ
の
相
違
は
、
授
業
以
降
の
学
習
者
の
意
識
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
の
形

態
の
可
能
性
の
認
識
へ
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
学
校
図
書
は
短
歌
単
元
を「
２ 

生
命
」
と
い
う
大
き
な
章
の
中

に
配
置
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は「
言
葉
を
吟
味
し
て
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意

識
を
深
め
よ
う
」
と
あ
る
。
言
葉
は
人
の
営
み
の
表
出
で
あ
り
、
営
み
そ
の
も

の
で
あ
る
。「
生
き
る
」
こ
と
の
ま
さ
に
実
感
と
し
て
の
短
歌
と
い
う
と
ら
え
方
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を
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
の
学
習
と
は
生
き
る
実
学
な
の
で

あ
る
。 

 

（
３
）
三
省
堂 

『
現
代
の
国
語
２
』 

２
こ
と
ば
を
磨
く 

「
短
歌
の
世
界
」俵
万
智 

俵
万
智  

「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か

さ  

栗
木
京
子 

 
 

 
 

観
覧
車
回
れ
回
れ
よ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

 「
短
歌
十
首
」 

正
岡
子
規 

 
 

 
 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る  

北
原
白
秋 

 
 

 
 

草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

釈
迢
空 

 
 

 
 

葛
の
花 

踏
み
し
だ
か
れ
て
、
色
あ
た
ら
し
。
こ
の
山
道
を
行
き
し
人
あ

り 

寺
山
修
司 

 
 

 
 

列
車
に
て
遠
く
を
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し 

穂
村
弘 

 
 

 
 

シ
ャ
ボ
ン
ま
み
れ
の
猫
が
逃
げ
だ
す
午
下
が
り
永
遠
な
ん
て
ど
こ
に
も

無
い
さ 

永
田
紅 

 
 

 
 

細
胞
の
な
か
に
奇
妙
な
構
造
の
あ
ら
わ
れ
に
け
り
夜
の
顕
微
鏡 

 

学
び
の
道
し
る
べ 

目
標 ・

短
歌
の
リ
ズ
ム
や
表
現
方
法
な
ど
の
特
徴
を
理
解
し
て
、
作
品
の
内
容

を
捉
え
る
。 

・
情
景
や
心
情
を
表
す
語
句
に
注
意
し
て
、
短
歌
の
世
界
を
読
み
味
わ

う
。 
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声
に
出
し
て
読
も
う 

 
 

 

１ 

「
短
歌
の
世
界
」
を
読
み
、
短
歌
の
特
徴
を
書
き
出
し
た
あ
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
、
二
首
の
短
歌
を
音
読
し
よ
う
。 

考
え
を
深
め
よ
う 

 
 

 

１ 

「
短
歌
十
首
」
の
中
か
ら
、
印
象
に
残
っ
た
短
歌
を
い
く
つ
か
選
び
、

ど
の
よ
う
な
情
景
や
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
て
、
印
象
に

残
っ
た
理
由
を
考
え
よ
う
。 

 
 

 

２ 

１
で
選
ん
だ
短
歌
に
つ
い
て
、
作
者
の
表
現
の
工
夫
を
探
し
て
、
そ
の

効
果
や
短
歌
の
魅
力
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
。 

 

学
び
を
ひ
ろ
げ
よ
う 

 
 

 

「
短
歌
の
合
評
会
」
を
開
こ
う 

 
 

 

［
進
め
方
］ 

 
 

 
 

１ 

選
ん
で
き
た
短
歌
を
短
冊
に
書
く
。
（
名
前
は
書
か
な
い
。
） 

 
 

 
 

２ 

集
め
た
短
冊
か
ら
一
枚
ず
つ
順
番
に
、
司
会
が
短
歌
を
読
み
あ
げ

る
。 

 
 

 
 

３ 

そ
の
短
歌
の
よ
さ
や
自
分
の
受
け
止
め
方
、
表
現
の
工
夫
と
し
て

よ
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
を
発
表
し
合
う
。 

 
 

 
 

４ 

作
者
と
選
ん
だ
人
を
公
開
し
、
そ
の
短
歌
を
選
ん
だ
意
図
を
発
表

し
て
も
ら
う
。 

 「
創
作
文 

読
み
た
く
な
る
し
く
み
を
工
夫
す
る
」
わ 

作
品
例 

 
 

詩 

思
い
出
観
覧
車 

「
観
覧
車
～
～
」
を
も
と
に 

 
 

 

一
日
の
終
わ
り
を
惜
し
み 

 
 

 

回
る
よ
回
る
観
覧
車 

 
 

 

人
も
ま
ば
ら
な
広
場
に
は 

 
 

 

夕
日
に
照
ら
さ
れ 

た
た
ず
む
二
人 

 
 

 

長
く
の
び
た
影
の
よ
う
な 

 
 

 

は
か
な
き
願
い 

 
 

 

胸
に
抱
い
て 

  

三
省
堂
は
、
解
釈→

創
作
へ
と
学
習
が
進
む
章
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
編
集
委

員
で
あ
る
俵
万
智
に
よ
る
書
き
下
ろ
し「
短
歌
の
世
界
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

次
に
十
首
の
短
歌
を
掲
載
し
、「
学
び
の
道
し
る
べ
」
と
題
さ
れ
る
章
末
問
題
で

解
釈
や
感
想
を
書
か
せ
る
。
そ
し
て
、「
「
短
歌
の
合
評
会
」
を
開
こ
う
」
と
言

語
活
動
案
を
提
起
し
、
短
歌
等
を
素
と
し
た
創
作
文
学
習
へ
と
発
展
さ
せ
て

い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
当
初
の
俵
万
智
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
で
評
を
加

え
て
い
た
栗
木
京
子
の
短
歌
を
用
い
て
詩
へ
と
書
き
換
え
て
い
る
。 

 

特
徴
的
な
も
の
が
２
つ
あ
る
。
１
つ
が
、「
短
歌
の
合
評
会
」
で
あ
る
。
合
評
会

を
し
よ
う
、
と
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
具
体
的
進
行
方
法
ま
で
を
書
い

て
い
る
。
も
う
１
つ
が
、「
創
作
文
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
１
・
２
年
生
の
こ
こ
ま
で

で
扱
っ
た
文
学
的
な
文
章
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
ら
を「
続
編
（
後
日
譚
）
」「
前

編
（
前
日
譚
）
」「
番
外
編
（
外
伝
・
裏
話
）
」「
手
紙
」「
詩
／
短
歌
」「
シ
ナ
リ
オ
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を
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
の
学
習
と
は
生
き
る
実
学
な
の
で

あ
る
。 

 

（
３
）
三
省
堂 

『
現
代
の
国
語
２
』 

２
こ
と
ば
を
磨
く 

「
短
歌
の
世
界
」俵
万
智 

俵
万
智  

「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か

さ  

栗
木
京
子 

 
 

 
 

観
覧
車
回
れ
回
れ
よ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

 「
短
歌
十
首
」 

正
岡
子
規 

 
 

 
 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る  

北
原
白
秋 

 
 

 
 

草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

釈
迢
空 

 
 

 
 

葛
の
花 

踏
み
し
だ
か
れ
て
、
色
あ
た
ら
し
。
こ
の
山
道
を
行
き
し
人
あ

り 

寺
山
修
司 

 
 

 
 

列
車
に
て
遠
く
を
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し 

穂
村
弘 

 
 

 
 

シ
ャ
ボ
ン
ま
み
れ
の
猫
が
逃
げ
だ
す
午
下
が
り
永
遠
な
ん
て
ど
こ
に
も

無
い
さ 

永
田
紅 

 
 

 
 

細
胞
の
な
か
に
奇
妙
な
構
造
の
あ
ら
わ
れ
に
け
り
夜
の
顕
微
鏡 

 

学
び
の
道
し
る
べ 

目
標 ・

短
歌
の
リ
ズ
ム
や
表
現
方
法
な
ど
の
特
徴
を
理
解
し
て
、
作
品
の
内
容

を
捉
え
る
。 

・
情
景
や
心
情
を
表
す
語
句
に
注
意
し
て
、
短
歌
の
世
界
を
読
み
味
わ

う
。 
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声
に
出
し
て
読
も
う 

 
 

 
１ 
「
短
歌
の
世
界
」
を
読
み
、
短
歌
の
特
徴
を
書
き
出
し
た
あ
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
、
二
首
の
短
歌
を
音
読
し
よ
う
。 

考
え
を
深
め
よ
う 

 
 

 

１ 

「
短
歌
十
首
」
の
中
か
ら
、
印
象
に
残
っ
た
短
歌
を
い
く
つ
か
選
び
、

ど
の
よ
う
な
情
景
や
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
て
、
印
象
に

残
っ
た
理
由
を
考
え
よ
う
。 

 
 

 

２ 

１
で
選
ん
だ
短
歌
に
つ
い
て
、
作
者
の
表
現
の
工
夫
を
探
し
て
、
そ
の

効
果
や
短
歌
の
魅
力
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
。 

 

学
び
を
ひ
ろ
げ
よ
う 

 
 

 

「
短
歌
の
合
評
会
」
を
開
こ
う 

 
 

 

［
進
め
方
］ 

 
 

 
 

１ 

選
ん
で
き
た
短
歌
を
短
冊
に
書
く
。
（
名
前
は
書
か
な
い
。
） 

 
 

 
 

２ 

集
め
た
短
冊
か
ら
一
枚
ず
つ
順
番
に
、
司
会
が
短
歌
を
読
み
あ
げ

る
。 

 
 

 
 

３ 

そ
の
短
歌
の
よ
さ
や
自
分
の
受
け
止
め
方
、
表
現
の
工
夫
と
し
て

よ
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
を
発
表
し
合
う
。 

 
 

 
 

４ 

作
者
と
選
ん
だ
人
を
公
開
し
、
そ
の
短
歌
を
選
ん
だ
意
図
を
発
表

し
て
も
ら
う
。 

 「
創
作
文 

読
み
た
く
な
る
し
く
み
を
工
夫
す
る
」
わ 

作
品
例 

 
 

詩 

思
い
出
観
覧
車 

「
観
覧
車
～
～
」
を
も
と
に 

 
 

 

一
日
の
終
わ
り
を
惜
し
み 

 
 

 

回
る
よ
回
る
観
覧
車 

 
 

 

人
も
ま
ば
ら
な
広
場
に
は 
 

 
 

夕
日
に
照
ら
さ
れ 

た
た
ず
む
二
人 

 
 

 

長
く
の
び
た
影
の
よ
う
な 

 
 

 

は
か
な
き
願
い 

 
 

 

胸
に
抱
い
て 

  

三
省
堂
は
、
解
釈→

創
作
へ
と
学
習
が
進
む
章
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
編
集
委

員
で
あ
る
俵
万
智
に
よ
る
書
き
下
ろ
し「
短
歌
の
世
界
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

次
に
十
首
の
短
歌
を
掲
載
し
、「
学
び
の
道
し
る
べ
」
と
題
さ
れ
る
章
末
問
題
で

解
釈
や
感
想
を
書
か
せ
る
。
そ
し
て
、「
「
短
歌
の
合
評
会
」
を
開
こ
う
」
と
言

語
活
動
案
を
提
起
し
、
短
歌
等
を
素
と
し
た
創
作
文
学
習
へ
と
発
展
さ
せ
て

い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
当
初
の
俵
万
智
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
で
評
を
加

え
て
い
た
栗
木
京
子
の
短
歌
を
用
い
て
詩
へ
と
書
き
換
え
て
い
る
。 

 
特
徴
的
な
も
の
が
２
つ
あ
る
。
１
つ
が
、「
短
歌
の
合
評
会
」
で
あ
る
。
合
評
会

を
し
よ
う
、
と
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
具
体
的
進
行
方
法
ま
で
を
書
い

て
い
る
。
も
う
１
つ
が
、「
創
作
文
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
１
・
２
年
生
の
こ
こ
ま
で

で
扱
っ
た
文
学
的
な
文
章
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
ら
を「
続
編
（
後
日
譚
）
」「
前

編
（
前
日
譚
）
」「
番
外
編
（
外
伝
・
裏
話
）
」「
手
紙
」「
詩
／
短
歌
」「
シ
ナ
リ
オ
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（
演
劇
・
ド
ラ
マ
・
映
画
）
」「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
他
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
書
き
換
え

る
も
の
で
あ
る
。 

 

掲
載
さ
れ
て
い
る
短
歌
が
十
二
首
と
少
な
い
た
め
、
歌
人
も
同
じ
く
十
二
人

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
他
社
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌

人
は
永
田
紅
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
与
謝
野
「
そ
の
二
十
～
」
・
釈
「
葛
の
花

～
」
・
寺
山
「
列
車
に
て
～
」
・
穂
村
「
シ
ャ
ボ
ン
ま
み
れ
の
～
」
に
つ
い
て
は
、
他
社

教
科
書
で
は
扱
っ
て
お
ら
ず
、
三
省
堂
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。 

 

以
上
が
、
三
省
堂
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
単
元
の
特
徴
等
で
あ
る
。
掲
載

短
歌
数
は
少
な
い
も
の
の
、
非
常
に
意
欲
的
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
俵
万
智

の
書
き
下
ろ
し
に
よ
り
、
短
歌
の
評
や
解
説
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
誰
か
が
詠
ん
だ
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
と
自
身
が
作
成
し
た
短
歌

そ
の
も
の
を
深
く
読
む
こ
と
の
例
示
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
合
評
会

の
活
動
と
連
動
す
る
。
ど
の
よ
う
な
視
点
で
短
歌
を
解
釈
す
る
か
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
学
び
を
活
か
し
て
短
歌
を
詠
む
か
。
短
歌
に
つ
い
て
の
深
ま
り
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
作
歌
に
つ
い
て
は
明
確

に
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
き
換
え
の
素
材
と
し
て
の
提
示
の
側
面
が
大
き
い

こ
と
は
不
足
な
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
創
作
文
作
成
と
い
う
書
き
換
え
学
習

は
も
ち
ろ
ん
短
歌
を
素
材
と
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
短
歌
を
始
め
と

し
た
文
学
と
い
う
も
の
の
学
習
材
と
し
て
の
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
る
学
習
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
掲
載
歌
人
は
、
明
治
大
正
期
の
歌
人
の
割

合
が
や
や
高
い
。
こ
れ
は
、
俵
万
智
の
文
章
が
俵
・
栗
木
と
現
代
歌
人
の
も
の

の
み
を
扱
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
違
和
感
が
あ
る
。「
学
び
の
道
し
る
べ
」
に

「
「
短
歌
十
首
」
の
中
か
ら
、
（
中
略
）
ど
の
よ
う
な
情
景
や
心
情
が
詠
ま
れ
て
い

る
か
を
ま
と
め
て
」
と
あ
る
が
、
明
治
・
大
正
期
の
短
歌
は
、
学
習
者
に
と
っ
て

情
景
や
心
情
が
読
み
取
り
や
す
い
も
の
か
ど
う
か
に
疑
問
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
、
時
代
に
関
わ
ら
ず
通
ず
る
心
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う

考
え
で
あ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
最
近
の
も
の
で
あ
る
穂
村
・
永
田
の
掲
載
さ
れ

て
い
る
短
歌
は
、
そ
の
解
釈
を
す
る
こ
と
に
非
常
な
む
つ
か
し
さ
が
あ
る
歌
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

（
４
）
教
育
出
版 

『
伝
え
合
う
言
葉
中
学
国
語
２
』 

四
表
現
を
見
つ
め
る 

 
 

文
字
や
音
声
の
表
現
一
つ
一
つ
に
丁
寧
に
向
き
合
う
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
思
考
や
想
像
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

「
近
代
の
短
歌
」 

目
標 ・

情
景
や
心
情
を
掘
り
起
こ
し
、
声
に
出
し
て
短
歌
を
読
む
。 

ふ
る
さ
と
の
歌 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る
北
上
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
泣
け
と
ご
と
く
に 

 
 

 
 

ふ
る
さ
と
の
訛
な
つ
か
し
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
そ
を
聴
き
に
ゆ
く 

北
原
白
秋 

 
 

 
 

帰
ら
な
む
筑
紫
母
国
早
や
待
つ
と
今
呼
ぶ
声
の
雲
に
こ
だ
ま
す 
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母
の
歌 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る 
 

 
 

 

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
ゆ
る 

 
 

 
 

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り 

旅
の
歌 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

恋
の
歌 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な 

 
 

 
 

小
百
合
さ
く
小
草
が
な
か
に
君
ま
て
ば
野
末
に
ほ
ひ
て
虹
あ
ら
は
れ

ぬ 
 

み
ち
し
る
べ 

１ 

『
近
代
の
短
歌
』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
歌
の
中
か
ら
、
最
も
印
象

に
残
っ
た
も
の
を
選
ぼ
う
。 

２ 

具
体
的
な
情
景
や
行
動
を
描
く
表
現
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
が
作
者

の
ど
の
よ
う
な
思
い
や
感
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
考
え
よ
う
。 

３ 

「
ふ
る
さ
と
の
歌
」「
母
の
歌
」「
旅
の
歌
」「
恋
の
歌
」
の
中
か
ら
好
き

な
歌
を
選
ん
で
、
声
に
出
し
て
読
み
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
定

型
の
短
歌
の
リ
ズ
ム
を
体
験
し
よ
う
。 

４ 

「
ふ
る
さ
と
」「
母
」「
旅
」「
恋
」
の
四
つ
の
テ
ー
マ
を
手
が
か
り
に
、
作

者
の
心
情
を
想
像
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
を
読
も
う
。 

  

短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う 

１ 

短
歌
の
創
作
手
順 

 
 

 
 

１ 

学
校
や
家
、
通
学
路
な
ど
で
感
じ
た「
感
動
や
気
づ
き
」
を
探
し
て

み
る
。 

 
 

 
 

２ 

探
し
出
し
た「
感
動
や
気
づ
き
」
を
一
、
二
文
で
書
き
表
し
て
み

る
。 

 
 

 
 

３ 

感
動
や
気
づ
き
を
表
す
「
う
れ
し
い
」
や
「
き
れ
い
」
な
ど
の
言
葉
を

そ
の
ま
ま
使
わ
ず
、
表
現
を
工
夫
す
る
。 

 
 

 
 

４ 

少
し
誇
張
し
た
表
現
や
、
想
像
し
た
で
き
ご
と
を
混
ぜ
て
み
て
も

よ
い
。 

２ 

作
っ
た
短
歌
を
読
み
合
っ
て
み
よ
う 

 
 

 
 

１ 

友
達
と
作
品
を
交
換
し
て
、
声
に
出
し
て
読
み
合
う
。 

 
 

 
 

２ 

友
達
の
短
歌
を
読
む
と
き
は
、
描
か
れ
て
い
る
情
景
や
で
き
ご
と

を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
思
い
浮
か
べ
て
み
る
。 

 
 

 
 

３ 

短
歌
と
し
て
特
徴
の
あ
る
表
現
を
認
め
合
い
、
簡
単
な
鑑
賞
文
を

書
い
て
交
換
す
る
。 

 

初
句
切
れ 
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（
演
劇
・
ド
ラ
マ
・
映
画
）
」「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
他
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
書
き
換
え

る
も
の
で
あ
る
。 

 

掲
載
さ
れ
て
い
る
短
歌
が
十
二
首
と
少
な
い
た
め
、
歌
人
も
同
じ
く
十
二
人

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
他
社
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌

人
は
永
田
紅
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
与
謝
野
「
そ
の
二
十
～
」
・
釈
「
葛
の
花

～
」
・
寺
山
「
列
車
に
て
～
」
・
穂
村
「
シ
ャ
ボ
ン
ま
み
れ
の
～
」
に
つ
い
て
は
、
他
社

教
科
書
で
は
扱
っ
て
お
ら
ず
、
三
省
堂
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。 

 

以
上
が
、
三
省
堂
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
単
元
の
特
徴
等
で
あ
る
。
掲
載

短
歌
数
は
少
な
い
も
の
の
、
非
常
に
意
欲
的
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
俵
万
智

の
書
き
下
ろ
し
に
よ
り
、
短
歌
の
評
や
解
説
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
誰
か
が
詠
ん
だ
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
と
自
身
が
作
成
し
た
短
歌

そ
の
も
の
を
深
く
読
む
こ
と
の
例
示
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
合
評
会

の
活
動
と
連
動
す
る
。
ど
の
よ
う
な
視
点
で
短
歌
を
解
釈
す
る
か
、
さ
ら
に
は
、

そ
の
学
び
を
活
か
し
て
短
歌
を
詠
む
か
。
短
歌
に
つ
い
て
の
深
ま
り
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
作
歌
に
つ
い
て
は
明
確

に
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
き
換
え
の
素
材
と
し
て
の
提
示
の
側
面
が
大
き
い

こ
と
は
不
足
な
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
創
作
文
作
成
と
い
う
書
き
換
え
学
習

は
も
ち
ろ
ん
短
歌
を
素
材
と
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
短
歌
を
始
め
と

し
た
文
学
と
い
う
も
の
の
学
習
材
と
し
て
の
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
る
学
習
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
掲
載
歌
人
は
、
明
治
大
正
期
の
歌
人
の
割

合
が
や
や
高
い
。
こ
れ
は
、
俵
万
智
の
文
章
が
俵
・
栗
木
と
現
代
歌
人
の
も
の

の
み
を
扱
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
違
和
感
が
あ
る
。「
学
び
の
道
し
る
べ
」
に

「
「
短
歌
十
首
」
の
中
か
ら
、
（
中
略
）
ど
の
よ
う
な
情
景
や
心
情
が
詠
ま
れ
て
い

る
か
を
ま
と
め
て
」
と
あ
る
が
、
明
治
・
大
正
期
の
短
歌
は
、
学
習
者
に
と
っ
て

情
景
や
心
情
が
読
み
取
り
や
す
い
も
の
か
ど
う
か
に
疑
問
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
、
時
代
に
関
わ
ら
ず
通
ず
る
心
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う

考
え
で
あ
ろ
う
か
。
反
対
に
、
最
近
の
も
の
で
あ
る
穂
村
・
永
田
の
掲
載
さ
れ

て
い
る
短
歌
は
、
そ
の
解
釈
を
す
る
こ
と
に
非
常
な
む
つ
か
し
さ
が
あ
る
歌
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

（
４
）
教
育
出
版 

『
伝
え
合
う
言
葉
中
学
国
語
２
』 

四
表
現
を
見
つ
め
る 

 
 

文
字
や
音
声
の
表
現
一
つ
一
つ
に
丁
寧
に
向
き
合
う
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
思
考
や
想
像
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

「
近
代
の
短
歌
」 

目
標 ・

情
景
や
心
情
を
掘
り
起
こ
し
、
声
に
出
し
て
短
歌
を
読
む
。 

ふ
る
さ
と
の
歌 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る
北
上
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
泣
け
と
ご
と
く
に 

 
 

 
 

ふ
る
さ
と
の
訛
な
つ
か
し
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
そ
を
聴
き
に
ゆ
く 

北
原
白
秋 

 
 

 
 

帰
ら
な
む
筑
紫
母
国
早
や
待
つ
と
今
呼
ぶ
声
の
雲
に
こ
だ
ま
す 
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母
の
歌 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ

る 
 

 
 

 

死
に
近
き
母
に
添
寝
の
し
ん
し
ん
と
遠
田
の
か
は
づ
天
に
聞
ゆ
る 

 
 

 
 

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り 

旅
の
歌 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

恋
の
歌 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な 

 
 

 
 

小
百
合
さ
く
小
草
が
な
か
に
君
ま
て
ば
野
末
に
ほ
ひ
て
虹
あ
ら
は
れ

ぬ 
 

み
ち
し
る
べ 

１ 

『
近
代
の
短
歌
』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
歌
の
中
か
ら
、
最
も
印
象

に
残
っ
た
も
の
を
選
ぼ
う
。 

２ 

具
体
的
な
情
景
や
行
動
を
描
く
表
現
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
が
作
者

の
ど
の
よ
う
な
思
い
や
感
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
考
え
よ
う
。 

３ 

「
ふ
る
さ
と
の
歌
」「
母
の
歌
」「
旅
の
歌
」「
恋
の
歌
」
の
中
か
ら
好
き

な
歌
を
選
ん
で
、
声
に
出
し
て
読
み
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
定

型
の
短
歌
の
リ
ズ
ム
を
体
験
し
よ
う
。 

４ 

「
ふ
る
さ
と
」「
母
」「
旅
」「
恋
」
の
四
つ
の
テ
ー
マ
を
手
が
か
り
に
、
作

者
の
心
情
を
想
像
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
を
読
も
う
。 

  

短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う 

１ 

短
歌
の
創
作
手
順 

 
 

 
 

１ 

学
校
や
家
、
通
学
路
な
ど
で
感
じ
た「
感
動
や
気
づ
き
」
を
探
し
て

み
る
。 

 
 

 
 

２ 

探
し
出
し
た「
感
動
や
気
づ
き
」
を
一
、
二
文
で
書
き
表
し
て
み

る
。 

 
 

 
 

３ 

感
動
や
気
づ
き
を
表
す
「
う
れ
し
い
」
や
「
き
れ
い
」
な
ど
の
言
葉
を

そ
の
ま
ま
使
わ
ず
、
表
現
を
工
夫
す
る
。 

 
 

 
 

４ 

少
し
誇
張
し
た
表
現
や
、
想
像
し
た
で
き
ご
と
を
混
ぜ
て
み
て
も

よ
い
。 

２ 

作
っ
た
短
歌
を
読
み
合
っ
て
み
よ
う 

 
 

 
 

１ 

友
達
と
作
品
を
交
換
し
て
、
声
に
出
し
て
読
み
合
う
。 

 
 

 
 

２ 

友
達
の
短
歌
を
読
む
と
き
は
、
描
か
れ
て
い
る
情
景
や
で
き
ご
と

を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
思
い
浮
か
べ
て
み
る
。 

 
 

 
 

３ 

短
歌
と
し
て
特
徴
の
あ
る
表
現
を
認
め
合
い
、
簡
単
な
鑑
賞
文
を

書
い
て
交
換
す
る
。 

 

初
句
切
れ 
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吉
井
勇 

 
 

 
 

夏
は
来
ぬ
相
模
の
海
の
南
風
に
わ
が
瞳
燃
ゆ
わ
が
こ
こ
ろ
燃
ゆ 

二
句
切
れ 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず 

三
句
切
れ 

北
原
白
秋 

 
 

 
 

こ
の
山
は
た
だ
さ
う
さ
う
と
音
す
な
り
松
に
松
の
風
椎
に
椎
の
風 

四
句
切
れ 

木
下
利
玄 

 
 

 
 

街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時
蜜
柑
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る 

句
切
れ
な
し 

佐
佐
木
信
綱 

 
 

 
 

ゆ
く
秋
の
大
和
の
国
の
薬
師
寺
の
塔
の
上
な
る
一
ひ
ら
の
雲 

  

教
育
出
版
は
、「
表
現
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
大
き
な
章
立
て
の
中
に
短
歌
の

章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
見
つ
め
る
＝
解
釈
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

「
短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
も
提
示
し
て
お
り
、
解
釈→

表

現
へ
と
ス
テ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
い
る
。 

 

「
短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う
」
で
は
、
創
作
手
順
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
作
歌
そ
の

も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
他
社
に
も
あ
る
が
、
そ
の
手
順
ま
で
が
書
か

れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
三
省
堂
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
創
作
し
た
も
の
を「
読

み
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鑑
賞
文
の

作
成
ま
で
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
鑑
賞
文
を
書
い
て
」
と
あ
る
の
み
で
、
鑑
賞

文
を
書
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
や
手
が
か
り
な
ど
は
な
い
。 

 

章
の
名
称
と
し
て
は「
近
代
の
短
歌
」
で
あ
る
。
近
代
に
し
ぼ
っ
て
い
る
た
め
、

佐
佐
木
信
綱
ま
で
の
歌
人
の
み
で
構
成
さ
れ
た
掲
載
で
あ
る
。「
近
代
の
短

歌
」
の
中
に
は
、「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
石
川
・
北
原
、「
母
の
歌
」
斎
藤
、「
旅
の
歌
」

若
山
、「
恋
の
歌
」
与
謝
野
、
と
分
類
さ
れ
た
歌
が
併
せ
て
九
首
が
配
置
さ
れ
、

か
つ
、
一
歌
人
で
複
数
の
歌
が
連
続
で
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
他
社
に
は
な
い
掲
載
の
仕
方
で
あ
る
。 

 

「
近
代
の
短
歌
」
の
九
首
と
は
別
に
、
句
切
れ
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
そ
こ

に
も
各
句
切
れ
の
具
体
例
と
し
て
計
五
首
が
載
る
。
句
切
れ
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
の
も
、
教
育
出
版
の
み
で
あ
る
。 

 

こ
の
教
科
書
は
、
比
較
的
、
独
自
掲
載
の
短
歌
・
歌
人
の
割
合
が
高
い
。
吉

井
・
佐
佐
木
は
教
育
出
版
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。
石
川
「
や
は
ら
か
に
～
」「
ふ

る
さ
と
の
～
」
・
北
原
「
帰
ら
な
む
～
」「
こ
の
山
は
～
」
・
与
謝
野
「
小
百
合
さ
く

～
」
・
木
下「
街
を
ゆ
き
～
」
の
各
歌
も
そ
う
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
教
育
出
版
教
科
書
は
、
独
自
の
観
点
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
る
。
ま
ず
、
近
代
歌
人
の
作
品
の
み
の
掲
載
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他

社
と
異
な
り
、
存
命
の
歌
人
の
も
の
は
な
く
、
ぎ
り
ぎ
り
戦
後
と
い
っ
た
と
こ

ろ
ま
で
の
歌
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
校
に
お
け
る
現
代
文
分
野
が「
近

代
以
降
の
」
と
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
た
場
合
、
平
成
期
に
も
活
躍
し
て
い

る
歌
人
の
作
品
に
つ
い
て
は
高
校
で
扱
う
も
の
、
と
区
分
け
し
て
い
る
の
か
も
し 
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れ
な
い
。
次
に
、
同
一
歌
人
の
作
品
を
複
数
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
な
ら
ば
石
川
、「
恋
の
歌
」
な
ら
ば
与
謝
野
、
と

い
っ
た
よ
う
に
、
同
一
分
類
の
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は

こ
の
分
類
、
で
は
な
く
、
こ
の
歌
人
は
こ
の
分
類
、
と
い
っ
た
観
点
で
あ
ろ
う
か
。

歌
人
へ
の
比
重
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
文
学
史
的
観
点
の
指
導
へ
と
つ

な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
載
せ
方
と
も
い
え
よ
う
。 

 

光
村
図
書 

『
国
語
２
』 

「
季
節
の
し
お
り
春
」 

三
好
達
治 

 
 

 
 

春
の
岬
旅
の
を
は
り
の
鴎
ど
り
浮
き
つ
つ
遠
く
な
り
に
け
る
か
も 

  
 

３
言
葉
と
向
き
合
う 

表
現
を
味
わ
い
、
言
葉
の
世
界
を
広
げ
る 

 「
新
し
い
短
歌
の
た
め
に
」
馬
場
あ
き
子 

目
標 ・

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
表
現
の
し
か
た
な
ど
を
読
み
味
わ
い
、
短
歌
の

世
界
に
親
し
む
。 

正
岡
子
規 

 
 

 
 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

た
だ
ひ
と
つ
惜
し
み
て
置
き
し
白
桃
の
ゆ
た
け
き
を
吾
は
食
ひ
を
は
り

け
り 

寺
山
修
司 

 
 

 
 

海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り 

俵
万
智 

 
 

 
 

思
い
出
の
一
つ
の
よ
う
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み 

 

学
習 目

標 ・
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
表
現
の
し
か
た
な
ど
を
読
み
味
わ
い
、
短
歌

の
世
界
に
親
し
む
。 

１ 

確
認
し
よ
う 

 
 

 
 

歌
わ
れ
て
い
る
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
、
短
歌
を
声
に
出
し
て
読
も

う
。 

２ 

読
み
を
深
め
よ
う 

 
 

 
 

本
文
を
読
み
、
短
歌
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。 

 
 

 

１ 

ど
の
よ
う
な
形
式
の
詩
で
、
い
つ
頃
か
ら
歌
い
継
が
れ
て
き
た
も
の

か
。 

 
 

 

２ 

本
文
中
か
ら
、
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
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吉
井
勇 

 
 

 
 

夏
は
来
ぬ
相
模
の
海
の
南
風
に
わ
が
瞳
燃
ゆ
わ
が
こ
こ
ろ
燃
ゆ 

二
句
切
れ 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず 

三
句
切
れ 

北
原
白
秋 

 
 

 
 

こ
の
山
は
た
だ
さ
う
さ
う
と
音
す
な
り
松
に
松
の
風
椎
に
椎
の
風 

四
句
切
れ 

木
下
利
玄 

 
 

 
 

街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時
蜜
柑
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る 

句
切
れ
な
し 

佐
佐
木
信
綱 

 
 

 
 

ゆ
く
秋
の
大
和
の
国
の
薬
師
寺
の
塔
の
上
な
る
一
ひ
ら
の
雲 

  

教
育
出
版
は
、「
表
現
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
大
き
な
章
立
て
の
中
に
短
歌
の

章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
見
つ
め
る
＝
解
釈
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

「
短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
も
提
示
し
て
お
り
、
解
釈→

表

現
へ
と
ス
テ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
い
る
。 

 

「
短
歌
を
作
っ
て
み
よ
う
」
で
は
、
創
作
手
順
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
作
歌
そ
の

も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
他
社
に
も
あ
る
が
、
そ
の
手
順
ま
で
が
書
か

れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
三
省
堂
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
創
作
し
た
も
の
を「
読

み
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鑑
賞
文
の

作
成
ま
で
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
鑑
賞
文
を
書
い
て
」
と
あ
る
の
み
で
、
鑑
賞

文
を
書
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
や
手
が
か
り
な
ど
は
な
い
。 

 

章
の
名
称
と
し
て
は「
近
代
の
短
歌
」
で
あ
る
。
近
代
に
し
ぼ
っ
て
い
る
た
め
、

佐
佐
木
信
綱
ま
で
の
歌
人
の
み
で
構
成
さ
れ
た
掲
載
で
あ
る
。「
近
代
の
短

歌
」
の
中
に
は
、「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
石
川
・
北
原
、「
母
の
歌
」
斎
藤
、「
旅
の
歌
」

若
山
、「
恋
の
歌
」
与
謝
野
、
と
分
類
さ
れ
た
歌
が
併
せ
て
九
首
が
配
置
さ
れ
、

か
つ
、
一
歌
人
で
複
数
の
歌
が
連
続
で
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
他
社
に
は
な
い
掲
載
の
仕
方
で
あ
る
。 

 

「
近
代
の
短
歌
」
の
九
首
と
は
別
に
、
句
切
れ
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
そ
こ

に
も
各
句
切
れ
の
具
体
例
と
し
て
計
五
首
が
載
る
。
句
切
れ
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
の
も
、
教
育
出
版
の
み
で
あ
る
。 

 

こ
の
教
科
書
は
、
比
較
的
、
独
自
掲
載
の
短
歌
・
歌
人
の
割
合
が
高
い
。
吉

井
・
佐
佐
木
は
教
育
出
版
の
み
の
掲
載
で
あ
る
。
石
川
「
や
は
ら
か
に
～
」「
ふ

る
さ
と
の
～
」
・
北
原
「
帰
ら
な
む
～
」「
こ
の
山
は
～
」
・
与
謝
野
「
小
百
合
さ
く

～
」
・
木
下「
街
を
ゆ
き
～
」
の
各
歌
も
そ
う
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
教
育
出
版
教
科
書
は
、
独
自
の
観
点
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
る
。
ま
ず
、
近
代
歌
人
の
作
品
の
み
の
掲
載
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他

社
と
異
な
り
、
存
命
の
歌
人
の
も
の
は
な
く
、
ぎ
り
ぎ
り
戦
後
と
い
っ
た
と
こ

ろ
ま
で
の
歌
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
校
に
お
け
る
現
代
文
分
野
が「
近

代
以
降
の
」
と
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
考
え
た
場
合
、
平
成
期
に
も
活
躍
し
て
い

る
歌
人
の
作
品
に
つ
い
て
は
高
校
で
扱
う
も
の
、
と
区
分
け
し
て
い
る
の
か
も
し 
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れ
な
い
。
次
に
、
同
一
歌
人
の
作
品
を
複
数
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
な
ら
ば
石
川
、「
恋
の
歌
」
な
ら
ば
与
謝
野
、
と

い
っ
た
よ
う
に
、
同
一
分
類
の
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は

こ
の
分
類
、
で
は
な
く
、
こ
の
歌
人
は
こ
の
分
類
、
と
い
っ
た
観
点
で
あ
ろ
う
か
。

歌
人
へ
の
比
重
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
文
学
史
的
観
点
の
指
導
へ
と
つ

な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
載
せ
方
と
も
い
え
よ
う
。 

 

光
村
図
書 

『
国
語
２
』 

「
季
節
の
し
お
り
春
」 

三
好
達
治 

 
 

 
 

春
の
岬
旅
の
を
は
り
の
鴎
ど
り
浮
き
つ
つ
遠
く
な
り
に
け
る
か
も 

  
 

３
言
葉
と
向
き
合
う 

表
現
を
味
わ
い
、
言
葉
の
世
界
を
広
げ
る 

 「
新
し
い
短
歌
の
た
め
に
」
馬
場
あ
き
子 

目
標 ・

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
表
現
の
し
か
た
な
ど
を
読
み
味
わ
い
、
短
歌
の

世
界
に
親
し
む
。 

正
岡
子
規 

 
 

 
 

く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な 

斎
藤
茂
吉 

 
 

 
 

た
だ
ひ
と
つ
惜
し
み
て
置
き
し
白
桃
の
ゆ
た
け
き
を
吾
は
食
ひ
を
は
り

け
り 

寺
山
修
司 

 
 

 
 

海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り 

俵
万
智 

 
 

 
 

思
い
出
の
一
つ
の
よ
う
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み 

 

学
習 目

標 ・
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
表
現
の
し
か
た
な
ど
を
読
み
味
わ
い
、
短
歌

の
世
界
に
親
し
む
。 

１ 

確
認
し
よ
う 

 
 

 
 

歌
わ
れ
て
い
る
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
、
短
歌
を
声
に
出
し
て
読
も

う
。 

２ 

読
み
を
深
め
よ
う 

 
 

 
 

本
文
を
読
み
、
短
歌
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。 

 
 

 
１ 
ど
の
よ
う
な
形
式
の
詩
で
、
い
つ
頃
か
ら
歌
い
継
が
れ
て
き
た
も
の

か
。 

 
 

 

２ 

本
文
中
か
ら
、
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
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表
現
を
抜
き
出
し
て
、
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。 

 
短
歌
を
創
作
し
よ
う 

 
 

 

短
歌
に
し
た
い
題
材
を
考
え
、
次
の
観
点
を
参
考
に
短
歌
を
作
っ
て
み
よ

う
。 

 
 

 

・
見
た
り
感
じ
た
り
し
た
情
景
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
。 

 
 

 

・
心
に
残
る
出
来
事
や
感
動
し
た
こ
と
な
ど
、
自
分
の
思
い
を
表
現
す

る
。 

 「
短
歌
を
味
わ
う
」 

・
歌
わ
れ
て
い
る
情
景
や
作
者
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
、
内
容
や
表

現
の
し
か
た
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。 

窪
田
空
穂 

 
 

 
 

麦
の
く
き
口
に
ふ
く
み
て
吹
き
を
れ
ば
ふ
と
鳴
り
い
で
し
心
う
れ
し
さ 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

馬
場
あ
き
子 

 
 

 
 

つ
ば
く
ら
め
空
飛
び
わ
れ
は
水
泳
ぐ
一
つ
夕
焼
け
の
色
に
染
り
て 

栗
木
京
子 

 
 

 
 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

穂
村
弘 

 
 

 
 

校
庭
の
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
に
座
れ
ば
世
界
中
が
夕
焼
け 

 「
季
節
の
し
お
り
夏
」 

与
謝
野
晶
子 
 

 
 

 

夏
の
か
ぜ
山
よ
り
き
た
り
三
百
の
牧
の
若
馬
耳
ふ
か
れ
け
り 

 「
季
節
の
し
お
り
秋
」 

長
塚
節 

 
 

 
 

馬
追
虫
の
髭
の
そ
よ
ろ
に
来
る
秋
は
ま
な
こ
を
閉
ぢ
て
想
ひ
見
る
べ
し 

 「
季
節
の
し
お
り
冬
」 

木
下
利
玄 

 
 

 
 

街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時
蜜
柑
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る 

  

光
村
図
書
は
、「
３
言
葉
と
向
き
合
う
」
と
い
う
大
き
な
章
の
他
に
、「
季
節

の
し
お
り
」
と
い
う
言
語
事
項
の
ペ
ー
ジ
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
が
表
さ
れ
た
短
歌

を
掲
載
し
て
い
る
。 

 
大
き
な
章
の
中
に
は
、
馬
場
あ
き
子
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
の「
新
し
い
短
歌
の

た
め
に
」
と
い
う
鑑
賞
文
に
よ
る
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
五
首
の

評
が
あ
り
、
そ
の
後
に
解
釈→

創
作
へ
と
活
動
を
提
起
す
る
章
末
課
題
が
あ

る
。
次
の
章
と
し
て
、「
短
歌
を
味
わ
う
」
と
し
て
六
首
が
載
り
、「
創
造
し
な
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が
ら
読
み
」「
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
の
章
で
あ

る
。 

 

歌
人
と
し
て
は
、
三
好
・
窪
田
・
長
塚
は
光
村
図
書
の
み
が
掲
載
し
て
い
る
。

ま
た
、
斎
藤
「
た
だ
ひ
と
つ
～
」
・
俵
「
思
い
出
の
～
」
・
馬
場
「
つ
ば
く
ら
め
～
」
・

穂
村
「
校
庭
の
～
」
・
与
謝
野
「
夏
の
か
ぜ
～
」
の
各
歌
も
光
村
図
書
の
み
の
掲

載
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
光
村
図
書
は
短
歌
の
解
釈
に
重
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

特
に
、
構
成
を
み
る
と
、
２
つ
の
章
か
ら
成
り
立
つ
が
、
前
者
は
解
釈→

創
作
、

後
者
は
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
２
つ
を
連
続
で
実
施
す
る
場
合
、
解
釈→

創
作→

解
釈
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
度
目
の
解
釈
の
深
ま
り
に
向
け
て
、
一

度
目
の
解
釈
と
創
作
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
解
釈
や
創
作
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
さ
ほ
ど
詳
細
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
後
者
で
は
、
短
歌
が
掲
載

さ
れ
る
ほ
か
に
は「
歌
わ
れ
て
い
る
情
景
や
作
者
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら
読

み
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
」
と

の
み
あ
る
。
短
歌
に
触
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に
こ
れ
で
十
分
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
中
学
生
と
い
う
学
習
者
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の

手
立
て
や
視
点
な
ど
の
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
の
提
示
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

 

４ 

小
括 

 

調
査
お
よ
び
考
察
の
内
容
を
ま
と
め
、
意
見
を
述
べ
る
。 

 

さ
て
、
五
社
の
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
育

む
こ
と
を
企
図
し
た
学
習
材
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
か
。
五
社
と
も
に
共
通

す
る
の
は
、
解
釈
、
す
な
わ
ち
、「
読
む
力
」
を
育
も
う
と
し
た
り
、「
読
む
こ

と
」
を
企
図
す
る
活
動
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
創
作
、
す
な
わ
ち
、

「
書
く
力
」
の
育
成
や
「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
三
社
と
な
っ
て
い
る
。
短
歌
を

素
材
と
し
て
の
他
の
文
章
へ
の
書
き
換
え
、
す
な
わ
ち
、「
読
む
力
と
書
く
力
の

融
合
」
を
提
示
し
て
い
る
の
は
二
社
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
四
季
と
関
連
さ

せ
た
言
語
文
化
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
が
二
社
で
あ
る
。
な
お
、
活
動
と
し
て
音

読
を
全
社
が
取
り
入
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
短
歌
は「
読
む
」
学
習
材
と
い
う
の
が
基
本
的
姿
勢
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
短
歌
に
お
け
る
語
用
や
省
略
な
ど
を

踏
ま
え
て
の
解
釈
に
よ
り
、
語
へ
の
注
目
や
作
者
の
心
情
把
握
な
ど
に
留
意
す

る
こ
と
を
指
導
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
小
学
校
な
い
し
高
校
で
の
短
歌
に
関
す
る
単
元
に
お
い
て
創
作
を
担
っ
て

も
ら
う
と
い
う
校
種
段
階
の
別
を
考
慮
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
稿
を
別
と
し
、
考
察
を
深
め
る
。 

 

創
作
に
つ
い
て
は
、
三
省
堂
が
短
歌
作
成
で
は
な
く
、
短
歌
を
素
と
し
た
書

き
換
え
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
こ
こ
か
ら
も
、
短
歌
が
、
作

歌
よ
り
も
解
釈
素
材
と
し
て
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
創
作
の
手
順
自
体
を
細
か
く
提
示
し
て
い
る
の
も
二
社
の
み
で
あ
る
。 

 

音
読
に
つ
い
て
は
、
韻
文
で
あ
る
短
歌
と
い
う
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
で
は
ど
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
の
が
こ
の

短
歌
に
相
応
し
い
か
、
な
ど
を
考
え
さ
せ
た
場
合
、
こ
れ
も
や
は
り
、
解
釈
を
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表
現
を
抜
き
出
し
て
、
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。 

 

短
歌
を
創
作
し
よ
う 

 
 

 

短
歌
に
し
た
い
題
材
を
考
え
、
次
の
観
点
を
参
考
に
短
歌
を
作
っ
て
み
よ

う
。 

 
 

 

・
見
た
り
感
じ
た
り
し
た
情
景
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
。 

 
 

 

・
心
に
残
る
出
来
事
や
感
動
し
た
こ
と
な
ど
、
自
分
の
思
い
を
表
現
す

る
。 

 「
短
歌
を
味
わ
う
」 

・
歌
わ
れ
て
い
る
情
景
や
作
者
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら
読
み
、
内
容
や
表

現
の
し
か
た
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。 

窪
田
空
穂 

 
 

 
 

麦
の
く
き
口
に
ふ
く
み
て
吹
き
を
れ
ば
ふ
と
鳴
り
い
で
し
心
う
れ
し
さ 

若
山
牧
水 

 
 

 
 

白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

石
川
啄
木 

 
 

 
 

不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
心 

馬
場
あ
き
子 

 
 

 
 

つ
ば
く
ら
め
空
飛
び
わ
れ
は
水
泳
ぐ
一
つ
夕
焼
け
の
色
に
染
り
て 

栗
木
京
子 

 
 

 
 

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生 

穂
村
弘 

 
 

 
 

校
庭
の
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
に
座
れ
ば
世
界
中
が
夕
焼
け 

 「
季
節
の
し
お
り
夏
」 

与
謝
野
晶
子 

 
 

 
 

夏
の
か
ぜ
山
よ
り
き
た
り
三
百
の
牧
の
若
馬
耳
ふ
か
れ
け
り 

 「
季
節
の
し
お
り
秋
」 

長
塚
節 

 
 

 
 

馬
追
虫
の
髭
の
そ
よ
ろ
に
来
る
秋
は
ま
な
こ
を
閉
ぢ
て
想
ひ
見
る
べ
し 

 「
季
節
の
し
お
り
冬
」 

木
下
利
玄 

 
 

 
 

街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時
蜜
柑
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る 

  

光
村
図
書
は
、「
３
言
葉
と
向
き
合
う
」
と
い
う
大
き
な
章
の
他
に
、「
季
節

の
し
お
り
」
と
い
う
言
語
事
項
の
ペ
ー
ジ
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
が
表
さ
れ
た
短
歌

を
掲
載
し
て
い
る
。 

 

大
き
な
章
の
中
に
は
、
馬
場
あ
き
子
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
の「
新
し
い
短
歌
の

た
め
に
」
と
い
う
鑑
賞
文
に
よ
る
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
五
首
の

評
が
あ
り
、
そ
の
後
に
解
釈→

創
作
へ
と
活
動
を
提
起
す
る
章
末
課
題
が
あ

る
。
次
の
章
と
し
て
、「
短
歌
を
味
わ
う
」
と
し
て
六
首
が
載
り
、「
創
造
し
な
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が
ら
読
み
」「
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
釈
の
章
で
あ

る
。 

 

歌
人
と
し
て
は
、
三
好
・
窪
田
・
長
塚
は
光
村
図
書
の
み
が
掲
載
し
て
い
る
。

ま
た
、
斎
藤
「
た
だ
ひ
と
つ
～
」
・
俵
「
思
い
出
の
～
」
・
馬
場
「
つ
ば
く
ら
め
～
」
・

穂
村
「
校
庭
の
～
」
・
与
謝
野
「
夏
の
か
ぜ
～
」
の
各
歌
も
光
村
図
書
の
み
の
掲

載
で
あ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
光
村
図
書
は
短
歌
の
解
釈
に
重
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

特
に
、
構
成
を
み
る
と
、
２
つ
の
章
か
ら
成
り
立
つ
が
、
前
者
は
解
釈→

創
作
、

後
者
は
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
２
つ
を
連
続
で
実
施
す
る
場
合
、
解
釈→

創
作→

解
釈
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
度
目
の
解
釈
の
深
ま
り
に
向
け
て
、
一

度
目
の
解
釈
と
創
作
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
解
釈
や
創
作
の
方
法
に
つ
い
て

は
、
さ
ほ
ど
詳
細
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
後
者
で
は
、
短
歌
が
掲
載

さ
れ
る
ほ
か
に
は「
歌
わ
れ
て
い
る
情
景
や
作
者
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら
読

み
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
」
と

の
み
あ
る
。
短
歌
に
触
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に
こ
れ
で
十
分
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
中
学
生
と
い
う
学
習
者
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の

手
立
て
や
視
点
な
ど
の
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
の
提
示
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

 

４ 

小
括 

 

調
査
お
よ
び
考
察
の
内
容
を
ま
と
め
、
意
見
を
述
べ
る
。 

 

さ
て
、
五
社
の
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
育

む
こ
と
を
企
図
し
た
学
習
材
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
か
。
五
社
と
も
に
共
通

す
る
の
は
、
解
釈
、
す
な
わ
ち
、「
読
む
力
」
を
育
も
う
と
し
た
り
、「
読
む
こ

と
」
を
企
図
す
る
活
動
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
創
作
、
す
な
わ
ち
、

「
書
く
力
」
の
育
成
や
「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
三
社
と
な
っ
て
い
る
。
短
歌
を

素
材
と
し
て
の
他
の
文
章
へ
の
書
き
換
え
、
す
な
わ
ち
、「
読
む
力
と
書
く
力
の

融
合
」
を
提
示
し
て
い
る
の
は
二
社
で
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
四
季
と
関
連
さ

せ
た
言
語
文
化
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
が
二
社
で
あ
る
。
な
お
、
活
動
と
し
て
音

読
を
全
社
が
取
り
入
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
短
歌
は「
読
む
」
学
習
材
と
い
う
の
が
基
本
的
姿
勢
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
短
歌
に
お
け
る
語
用
や
省
略
な
ど
を

踏
ま
え
て
の
解
釈
に
よ
り
、
語
へ
の
注
目
や
作
者
の
心
情
把
握
な
ど
に
留
意
す

る
こ
と
を
指
導
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
小
学
校
な
い
し
高
校
で
の
短
歌
に
関
す
る
単
元
に
お
い
て
創
作
を
担
っ
て

も
ら
う
と
い
う
校
種
段
階
の
別
を
考
慮
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
稿
を
別
と
し
、
考
察
を
深
め
る
。 

 

創
作
に
つ
い
て
は
、
三
省
堂
が
短
歌
作
成
で
は
な
く
、
短
歌
を
素
と
し
た
書

き
換
え
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
こ
こ
か
ら
も
、
短
歌
が
、
作

歌
よ
り
も
解
釈
素
材
と
し
て
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
ら
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
創
作
の
手
順
自
体
を
細
か
く
提
示
し
て
い
る
の
も
二
社
の
み
で
あ
る
。 

 

音
読
に
つ
い
て
は
、
韻
文
で
あ
る
短
歌
と
い
う
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
で
は
ど
の
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
の
が
こ
の

短
歌
に
相
応
し
い
か
、
な
ど
を
考
え
さ
せ
た
場
合
、
こ
れ
も
や
は
り
、
解
釈
を
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必
要
と
す
る
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
学
校
国
語

教
科
書
に
お
け
る
短
歌
掲
載
は
、
創
作
・
作
歌
の
面
が
強
く
は
な
く
、
解
釈
を

中
心
と
し
た
構
成
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
注
目
し
た
い
も
の
と
し
て
、
教
育
出
版
に
お
け
る「
短
歌
の
鑑
賞

文
」
作
成
の
学
習
活
動
が
あ
る
。
鑑
賞
行
為
そ
の
も
の
は
や
は
り
解
釈
が
必
要

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
社
に
お
い
て
も
、
鑑
賞
と
い
う
言
葉
の
有
無
は
別

と
し
て
、
こ
の
行
為
そ
の
も
の
を
促
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
短
歌
に
関
す
る
単

元
デ
ザ
イ
ン
の
際
、
こ
の
鑑
賞
行
為
を
延
長
・
発
展
さ
せ
、
鑑
賞
文
の
作
成
へ

と
つ
な
げ
る
デ
ザ
イ
ン
単
元
を
提
案
し
た
い
。
五
社
の
う
ち
三
社
が
、
そ
れ
ぞ

れ
道
浦
・
俵
・馬
場
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
の
鑑
賞
文
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
は
こ

の
単
元
に
大
き
く
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
き
下
ろ
し
を
例
文
と
し
て
鑑
賞
文

作
成
へ
と
向
か
わ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
書
き
下
ろ
し
例
文
と
そ
こ
で
鑑

賞
さ
れ
て
い
る
短
歌
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
短
歌
の
ど
こ
に
注

目
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
鑑
賞
文
に
は
ど
ん
な
こ
と
を
書
け
ば
よ
い
の
か
、
な
ど
を

具
体
的
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
短
歌
を
鑑
賞
・
解

釈
す
る
に
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
目
を
配
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ
た
短
歌
解

釈
へ
の
メ
タ
認
知
が
な
さ
れ
る
よ
う
学
習
さ
せ
る
単
元
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ

の
短
歌
は
こ
う
い
っ
た
も
の
だ
、
と
知
る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
短
歌
に
も
様
々
に

着
目
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
つ
ま
り
、
文
学
的
な
文
章
を
読
む
こ
と
の
資
質
・

能
力
育
成
へ
と
よ
り
強
く
企
図
す
る
も
の
と
し
て
の
鑑
賞
文
作
成
単
元
の
提

案
で
あ
る
。 

 

掲
載
短
歌
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
短

歌
数
は
、
十
二
首
～
二
三
首
と
幅
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
数
の
多

少
に
よ
る
妥
当
は
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
掲
載
短
歌
の
作
成
時

期
は
近
代
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
端
的
な
の
が
教
育
出
版
で
あ
り
、

章
の
名
称
自
体
が「
近
代
の
短
歌
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
大
き
く
疑
問
を
感
じ

る
。
特
に
、
短
歌
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
背
景
等
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

与
謝
野
「
そ
の
子
二
十
～
」
が
当
時
の
女
性
観
な
く
し
て
そ
の
際
立
た
し
さ
が

と
ら
え
切
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
、
現
代
に
も
通
ず

る
普
遍
性
や
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
対
比
物
、
現
代
文
と
の
相
対
的
位
置
を
考
え
る
べ
き
も
の
、
そ
れ
を
指

導
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
割
合
の
感
覚
で
い
え
ば
、
逆
転
し
て
も

お
か
し
く
は
な
い
も
の
と
も
考
え
る
。 

 

ま
た
、
区
分
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。「
恋
の
歌
」「
心
と
自
然
」
な
ど
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
、
解
釈
の
手
が
か
り
と
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

区
分
け
は
、
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
区
分
け
そ
の
も
の
を
学
習
者
に
考
え
さ

せ
た
い
。
例
え
ば
、
以
下
の
歌
を「
恋
の
歌
」「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
に
区
分
け
す
る

と
す
れ
ば
ど
れ
と
ど
れ
に
な
る
か
、
例
え
ば
、
こ
の
歌
と
こ
の
歌
の
共
通
性
は

ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
、
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
を
区
分
け
す
る
と
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
に
区
分
け
す
る
か
、
ま
た
、
そ
の
区
分
け
ご
と
に
テ
ー
マ
名
を
決
め
よ

う
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
し
た
も
の
を
も
と
に
、
比
較
す
る

の
で
あ
る
。
解
釈
を
そ
の
歌
単
独
の
も
の
に
す
る
の
で
は
な
く
、
相
違
や
共
通

を
考
え
さ
せ
、
連
関
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

句
切
れ
に
着
目
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
留
意
し
た
い
の
が
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字
余
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
短
歌
が
定
型
だ
か
ら
こ
そ
考
え
さ
せ
た
い
も
の
が

あ
る
か
ら
だ
。
語
彙
で
あ
る
。
栗
木
「
観
覧
車
～
」
に
お
け
る
下
の
句
は「
君
に

は
一
日
我
に
は
一
生
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
読
む
の
か
。「
き
み
に
は
い
ち

に
ち
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
字
余
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に

考
え
さ
せ
た
い
。
結
句
を「
わ
れ
に
は
ひ
と
よ
」
と
読
め
る
だ
ろ
う
か
。
字
余
り

や
四
句
や
漢
字
や
語
意
を
考
え
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
解
釈
を
活
か

し
た
読
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
気
づ
き
始
め
る
表
現
や
言
葉
の
豊
か
さ
と
可

能
性
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
基
に
し
た
場
合
、
中
学
校
で
は
字
余
り
の
短
歌
を

掲
載
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
五
七
五
七
七
と
い
う
定
型
を
考
え
さ
せ
、

だ
か
ら
こ
そ
の
語
用
、
だ
か
ら
こ
そ
の
表
現
、
と
い
う
も
の
を
追
求
さ
せ
た
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
の
高
校
で
の
短
歌
単
元
と
い
う
系
統
性
を
主
張
し
た

い
。 

 

本
稿
で
は
、
平
成
２
７
年
度
中
学
校
教
科
書
に
お
け
る
掲
載
短
歌
に
つ
い
て

調
査
お
よ
び
考
察
し
た
。
以
降
、
同
時
期
の
小
学
校
・
高
校
教
科
書
に
つ
い
て

も
順
次
実
施
し
、
そ
れ
ら
を
統
括
し
た
論
考
を
し
て
い
く
。 

 

〈
注
〉 

 

注
１ 

入
江
昌
明
（
二
〇
一
〇
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け

る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
１
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
４ 

神
戸
女
子
大

学
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
一
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に

お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
５ 

神
戸
女

子
大
学
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
三
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科

書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
３
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
６ 

神

戸
女
子
大
学 

  

（
お
お
む
ら
と
き
お
／
札
幌
国
際
大
学
）                
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必
要
と
す
る
も
の
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
学
校
国
語

教
科
書
に
お
け
る
短
歌
掲
載
は
、
創
作
・
作
歌
の
面
が
強
く
は
な
く
、
解
釈
を

中
心
と
し
た
構
成
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
注
目
し
た
い
も
の
と
し
て
、
教
育
出
版
に
お
け
る「
短
歌
の
鑑
賞

文
」
作
成
の
学
習
活
動
が
あ
る
。
鑑
賞
行
為
そ
の
も
の
は
や
は
り
解
釈
が
必
要

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
社
に
お
い
て
も
、
鑑
賞
と
い
う
言
葉
の
有
無
は
別

と
し
て
、
こ
の
行
為
そ
の
も
の
を
促
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
短
歌
に
関
す
る
単

元
デ
ザ
イ
ン
の
際
、
こ
の
鑑
賞
行
為
を
延
長
・
発
展
さ
せ
、
鑑
賞
文
の
作
成
へ

と
つ
な
げ
る
デ
ザ
イ
ン
単
元
を
提
案
し
た
い
。
五
社
の
う
ち
三
社
が
、
そ
れ
ぞ

れ
道
浦
・
俵
・馬
場
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
の
鑑
賞
文
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
は
こ

の
単
元
に
大
き
く
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
き
下
ろ
し
を
例
文
と
し
て
鑑
賞
文

作
成
へ
と
向
か
わ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
書
き
下
ろ
し
例
文
と
そ
こ
で
鑑

賞
さ
れ
て
い
る
短
歌
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
短
歌
の
ど
こ
に
注

目
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
鑑
賞
文
に
は
ど
ん
な
こ
と
を
書
け
ば
よ
い
の
か
、
な
ど
を

具
体
的
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
短
歌
を
鑑
賞
・
解

釈
す
る
に
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
目
を
配
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ
た
短
歌
解

釈
へ
の
メ
タ
認
知
が
な
さ
れ
る
よ
う
学
習
さ
せ
る
単
元
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ

の
短
歌
は
こ
う
い
っ
た
も
の
だ
、
と
知
る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
短
歌
に
も
様
々
に

着
目
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
つ
ま
り
、
文
学
的
な
文
章
を
読
む
こ
と
の
資
質
・

能
力
育
成
へ
と
よ
り
強
く
企
図
す
る
も
の
と
し
て
の
鑑
賞
文
作
成
単
元
の
提

案
で
あ
る
。 

 

掲
載
短
歌
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
短

歌
数
は
、
十
二
首
～
二
三
首
と
幅
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
数
の
多

少
に
よ
る
妥
当
は
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
掲
載
短
歌
の
作
成
時

期
は
近
代
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
端
的
な
の
が
教
育
出
版
で
あ
り
、

章
の
名
称
自
体
が「
近
代
の
短
歌
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
大
き
く
疑
問
を
感
じ

る
。
特
に
、
短
歌
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
背
景
等
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

与
謝
野
「
そ
の
子
二
十
～
」
が
当
時
の
女
性
観
な
く
し
て
そ
の
際
立
た
し
さ
が

と
ら
え
切
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
、
現
代
に
も
通
ず

る
普
遍
性
や
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
対
比
物
、
現
代
文
と
の
相
対
的
位
置
を
考
え
る
べ
き
も
の
、
そ
れ
を
指

導
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
割
合
の
感
覚
で
い
え
ば
、
逆
転
し
て
も

お
か
し
く
は
な
い
も
の
と
も
考
え
る
。 

 

ま
た
、
区
分
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。「
恋
の
歌
」「
心
と
自
然
」
な
ど
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
、
解
釈
の
手
が
か
り
と
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

区
分
け
は
、
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
区
分
け
そ
の
も
の
を
学
習
者
に
考
え
さ

せ
た
い
。
例
え
ば
、
以
下
の
歌
を「
恋
の
歌
」「
ふ
る
さ
と
の
歌
」
に
区
分
け
す
る

と
す
れ
ば
ど
れ
と
ど
れ
に
な
る
か
、
例
え
ば
、
こ
の
歌
と
こ
の
歌
の
共
通
性
は

ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
、
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
を
区
分
け
す
る
と
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
に
区
分
け
す
る
か
、
ま
た
、
そ
の
区
分
け
ご
と
に
テ
ー
マ
名
を
決
め
よ

う
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
し
た
も
の
を
も
と
に
、
比
較
す
る

の
で
あ
る
。
解
釈
を
そ
の
歌
単
独
の
も
の
に
す
る
の
で
は
な
く
、
相
違
や
共
通

を
考
え
さ
せ
、
連
関
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

句
切
れ
に
着
目
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
留
意
し
た
い
の
が
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字
余
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
短
歌
が
定
型
だ
か
ら
こ
そ
考
え
さ
せ
た
い
も
の
が

あ
る
か
ら
だ
。
語
彙
で
あ
る
。
栗
木
「
観
覧
車
～
」
に
お
け
る
下
の
句
は「
君
に

は
一
日
我
に
は
一
生
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
読
む
の
か
。「
き
み
に
は
い
ち

に
ち
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
字
余
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
手
が
か
り
に

考
え
さ
せ
た
い
。
結
句
を「
わ
れ
に
は
ひ
と
よ
」
と
読
め
る
だ
ろ
う
か
。
字
余
り

や
四
句
や
漢
字
や
語
意
を
考
え
さ
せ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
解
釈
を
活
か

し
た
読
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
気
づ
き
始
め
る
表
現
や
言
葉
の
豊
か
さ
と
可

能
性
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
基
に
し
た
場
合
、
中
学
校
で
は
字
余
り
の
短
歌
を

掲
載
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
五
七
五
七
七
と
い
う
定
型
を
考
え
さ
せ
、

だ
か
ら
こ
そ
の
語
用
、
だ
か
ら
こ
そ
の
表
現
、
と
い
う
も
の
を
追
求
さ
せ
た
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
の
高
校
で
の
短
歌
単
元
と
い
う
系
統
性
を
主
張
し
た

い
。 

 

本
稿
で
は
、
平
成
２
７
年
度
中
学
校
教
科
書
に
お
け
る
掲
載
短
歌
に
つ
い
て

調
査
お
よ
び
考
察
し
た
。
以
降
、
同
時
期
の
小
学
校
・
高
校
教
科
書
に
つ
い
て

も
順
次
実
施
し
、
そ
れ
ら
を
統
括
し
た
論
考
を
し
て
い
く
。 

 

〈
注
〉 

 

注
１ 

入
江
昌
明
（
二
〇
一
〇
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け

る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
１
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
４ 

神
戸
女
子
大

学
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
一
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に

お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
５ 

神
戸
女

子
大
学
、
入
江
昌
明
（
二
〇
一
三
）「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科

書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
３
）
」『
教
育
諸
学
研
究
』
２
６ 

神

戸
女
子
大
学 

  

（
お
お
む
ら
と
き
お
／
札
幌
国
際
大
学
）                
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① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
岡本かの子 桜ばな〜〜 〇 1社1冊

草わかば〜〜 〇 〇 2社2冊
帰らなむ〜〜 〇 1社1冊
この⼭は〜〜 〇 1社1冊

荻原裕幸 夏⽊⽴〜〜 〇 1社1冊
早坂類 虹よ⽴て〜〜 〇 1社1冊

ほんとうに〜〜 〇 1社1冊
シャボンまみれの〜〜 〇 1社1冊
校庭の〜〜 〇 1社1冊

千葉聡 卒業⽣〜〜 〇 1社1冊
⾦⾊の〜〜 〇 1社1冊
その子⼆⼗〜〜 〇 1社1冊
なにとなく〜〜 〇 〇 2社2冊
⼩百合さく〜〜 〇 1社1冊
夏のかぜ〜〜 〇 1社1冊
海を知らぬ〜〜 〇 〇 2社2冊
わがシャツを〜〜 〇 1社1冊
列⾞にて〜〜 〇 1社1冊

栗⽊京子 観覧⾞よ〜〜 〇 〇 〇 〇 4社4冊
正岡子規 くれなゐの〜〜 〇 〇 〇 〇 4社4冊

最上川〜〜 〇 1社1冊
死に近き〜〜 〇 〇 2社2冊
みちのくの〜〜 〇 〇 〇 3社3冊
朝さむみ〜〜 〇 1社1冊
寄り添へる〜〜 〇 1社1冊
我が⺟よ〜〜 〇 1社1冊
のど⾚き〜〜 〇 〇 2社2冊
星のゐる〜〜 〇 1社1冊
ただひとつ〜〜 〇 1社1冊

若⼭牧水 ⽩⿃は〜〜 〇 〇 〇 3社3冊
不来⽅の〜〜 〇 〇 〇 〇 4社4冊
やはらかに〜〜 〇 1社1冊
ふるさとの〜〜 〇 1社1冊

東書 学図 三省 教出 光村

石川啄⽊

北原⽩秋

穂村弘

与謝野晶子

寺⼭修司

斎藤茂吉

                      

参考資料 

図１－１ 平成 27 中学校国語教科書掲載短歌一覧 
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① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
「寒いね」と〜〜 〇 〇 2社2冊
思い出の〜〜 〇 1社1冊
お互いに〜〜 〇 1社1冊
そして今〜〜 〇 1社1冊
「ごめんね」と〜〜 〇 1社1冊
雪積もる〜〜 〇 1社1冊
踊り場で〜〜 〇 1社1冊
弟が〜〜 〇 1社1冊
押し⼊れは〜〜 〇 1社1冊
宿題を〜〜 〇 1社1冊
図書室は〜〜 〇 1社1冊

道浦⺟都子 秋草の〜〜 〇 1社1冊
河野裕子 振りむけば〜〜 〇 1社1冊

あやまたず〜〜 〇 1社1冊
つばくらめ〜〜 〇 1社1冊

平井弘 困らせる〜〜 〇 1社1冊
たゝかひに〜〜 〇 1社1冊
葛の花〜〜 〇 1社1冊

土岐善麿 遺棄死体〜〜 〇 1社1冊
岡野弘彦 砂あらし〜〜 〇 1社1冊
岡井隆 眠られぬ〜〜 〇 1社1冊

植田多喜子 顔よせて〜〜 〇 1社1冊
佐佐⽊幸綱 のぼり坂〜〜 〇 1社1冊
永田紅 細胞の〜〜 〇 1社1冊
吉井勇 夏は来ぬ〜〜 〇 1社1冊
⽊下利玄 街をゆき〜〜 〇 〇 2社2冊
佐佐⽊信綱 ゆく秋の〜〜 〇 1社1冊
三好達治 春の岬〜〜 〇 1社1冊
窪田空穂 ⻨のくき〜〜 〇 1社1冊
⻑塚節 ⾺追⾍の〜〜 〇 1社1冊

東書 学図 三省 教出 光村

俵万智

作者不明

⾺場あき子

釈迢空

                      図１－２ 平成 27 中学校国語教科書掲載短歌一覧 
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