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は
じ
め
に

　

前
稿
「
小
学
校
低
学
年
・
中
学
年
に
お
け
る
古
典
和
歌
教
育
（
（
（

」、「
小
学
校

高
学
年
・
中
学
校
に
お
け
る
古
典
和
歌
教
育
（
（
（

」
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年

版
の
小
学
校
第
一
学
年
か
ら
中
学
校
三
年
生
ま
で
の
古
典
教
材
を
整
理
し
、
特

に
古
典
和
歌
に
つ
い
て
単
元
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
和
歌
の
傾
向
や
単
元
の
問
題

点
を
示
し
た
。

　

本
稿
で
は
戦
後
最
初
に
発
行
さ
れ
た
中
学
国
語
の
教
科
書
の
な
か
か
ら
、
現

在
も
使
わ
れ
て
い
る
出
版
社
を
考
察
対
象
と
し
、
古
典
和
歌
及
び
関
連
す
る
俳

句
・
短
歌
の
韻
文
教
材
を
含
め
、
そ
の
単
元
内
容
や
、
単
元
目
標
に
つ
い
て
整

理
す
る
。
並
行
し
て
平
成
二
十
七
年
版
で
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
明
ら
か
に
し

て
、
こ
の
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察

に
及
び
た
い
。

　

本
稿
で
扱
う
対
象
は
、
昭
和
二
十
四
年
に
学
習
指
導
要
領
（
試
案
（
が
出
さ

れ
て
か
ら
、
各
出
版
社
が
最
初
に
発
行
し
た
教
科
書
を
対
象
と
し
て
お
り
、
出

版
社
ご
と
に
発
行
年
が
異
な
る
。
以
下
参
照
。

　
　

東
京
書
籍�

：
昭
和
二
十
六
年
発
行
／
監
修　

柳
田
国
男
／
編
集
委
員　

岩

淵
悦
太
郎
、
大
藤
時
彦
、
手
崎
政
男
、
中
島
武
雄
、
増
淵
恒

吉
、
鎗
田
亀
次
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
編
集
部

　
　

学
校
図
書�

国
語
編
：
昭
和
二
十
八
年
発
行
／
監
修　

志
賀
直
哉
、
辰
野

隆
、
久
松
潜
一
、
池
田
亀
鑑
／
編
集
委
員　

中
村
通
夫
、
山
口

正
、
西
尾
光
一
、
森
岡
健
二

　
　

学
校
図
書�

文
学
編
：
昭
和
二
十
六
年
発
行
／
監
修　

久
松
潜
一
、
池
田
亀

鑑
／
編
集
委
員　

長
谷
章
久
、
竹
下
数
馬
、
中
島
馨
、
佐
山
祐

三
、
島
本
恵
也
、
森
本
元
子

　
　

学
校
図
書�

言
語
編
：
昭
和
二
十
六
年
発
行
／
監
修　

辰
野
隆
、
久
松
潜
一

／
編
集
委
員　

戸
坂
康
二
、
吉
田
澄
夫
、
渡
辺
修

　
　

三
省
堂
：�

昭
和
二
十
五
年
発
行
／
編
集
委
員
長　

金
田
一
京
助
／
編
集
委

員　

佐
伯
梅
友
、
竹
田
復
、
木
村
新
、
金
田
一
春
彦

　
　

教
育
出
版�

：
昭
和
二
十
八
年
発
行
／
監
修
者　

藤
村
作
／
編
集
者　

片
岡

良
一
、
古
田
拡
、
小
川
俊
一
郎
、
三
尾
砂
、
森
山
重
雄
、
安
良

岡
康
作

　
　

光
村
図
書�

文
学
編
：
昭
和
二
十
七
年
発
行
／
著
作
者　

垣
内
松
三
／
編
集

中
学
校
に
お
け
る
古
典
和
歌
教
材
に
つ
い
て

―
昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年

―

山
　
宮
　
美
　
萩
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委
員　

安
藤
新
太
郎
、
石
森
延
男
、
栗
原
一
登
、
輿
水
実
、
八

木
橋
雄
次
郎

　
　

光
村
図
書�

言
語
編
：
昭
和
二
十
七
年
発
行
／
著
作
者　

垣
内
松
三
／
編
集

委
員　

安
藤
新
太
郎
、
石
森
延
男
、
栗
原
一
登
、
輿
水
実
、
八

木
橋
雄
次
郎

　

学
年
別
に
、
教
科
書
か
ら
韻
文
教
材
の
内
容
を
抽
出
し
、
採
録
さ
れ
て
い
る

作
品
や
単
元
の
目
標
を
比
較
す
る
。
古
典
和
歌
に
つ
い
て
は
、
作
品
も
併
せ
て

引
用
し
、
各
社
の
傾
向
や
単
元
設
定
な
ど
を
比
較
す
る
。

　

な
お
、
教
科
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
本
文
お
よ
び
作
者
の
み
と
し
、
読
み
仮

名
は
省
略
し
た
。
ま
た
古
典
和
歌
の
引
用
に
つ
い
て
は
出
典
と
歌
番
号
を
補
っ

た
（
（
（

。

一
、
中
学
一
年
生

学
校
図
書

　

中
学
校
一
年
生
に
関
し
て
は
、
学
校
図
書
の
言
語
編
に
の
み
俳
句
を
扱
う
単

元
が
見
ら
れ
た
が
、
他
の
出
版
社
で
は
韻
文
教
材
を
扱
う
単
元
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

学
校
図
書
の
言
語
編
（
（
（

で
は
、「
俳
句
の
世
界
」
と
い
う
単
元
で
、
中
村
草
田

男
の
松
尾
芭
蕉
研
究
と
し
て
、
芭
蕉
の
俳
句
五
句
が
解
説
文
と
と
も
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
。
目
標
で
は
、「
作
者
の
深
く
鋭
い
観
察
が
ど
の
よ
う
な
こ
と

ば
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
し
ら
べ
よ
う
」、「
読
後
感
の
書
き
方
に
つ

い
て
話
し
合
い
、
要
点
を
書
き
と
め
て
お
こ
う
」
な
ど
鑑
賞
に
重
点
を
お
い
た

単
元
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

例
と
し
て
、「
古
池
や
か
は
ず
飛
び
こ
む
水
の
音
」
で
は
、

　
　

�「
か
は
ず
」―
が
春
の
季
題
。
こ
の
句
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
俳
句
と

い
う
と
世
間
の
人
は
す
ぐ
に
「
あ
あ
、
古
池
や
…
…
と
い
う
や
つ
か
」
な

ど
と
い
う
く
ら
い
で
、
皆
さ
ん
も
、
今
ま
で
に
何
度
も
聞
い
て
知
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
も
、
幼
い
と
き
か
ら
何
度
も
聞
か
さ
れ
続
け
た

の
で
、
な
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
非
常
に
い
い
句
な
の
か
、
そ
れ

ほ
ど
で
も
な
い
の
か
、
一
時
は
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

近
ご
ろ
は
ま
た
、
は
っ
き
り
と
、
非
常
に
い
い
句
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。（
中
略
（
そ
れ
は
一
匹
の
か
わ
ず
が
、
そ
こ
の
古
池
へ
飛
び
こ

ん
だ
音
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
芭
蕉
に
は
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
時
で

す
。
そ
の
事
実
と
芭
蕉
が
受
け
と
っ
た
不
思
議
な
く
ら
い
に
深
い
気
持
と

が
、
思
わ
ず
一
つ
に
な
っ
て
こ
の
句
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
の
不
思
議
な

く
ら
い
に
深
い
気
持
と
は
ど
ん
な
気
持
で
し
ょ
う
。

と
い
う
よ
う
な
解
説
文
が
、
句
ご
と
に
約
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い

る
。
言
語
編
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
五
句
の
み
で
あ
る
が
解
説
文
が
と
て
も
丁

寧
に
書
か
れ
て
お
り
、
俳
句
を
今
後
鑑
賞
す
る
際
に
役
立
て
ら
れ
る
単
元
と
い

え
る
。

二
、
中
学
二
年
生

東
京
書
籍
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東
京
書
籍
は
、
中
学
二
年
上
巻
（
（
（

に
「
作
歌
の
体
験
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
単
元
の
前
文
に
は
「
も
の
の
真
実
を
と
ら
え
、
ま
こ
と
の
美
を
つ
く
り

出
す
た
め
に
、
多
く
の
ま
じ
め
な
芸
術
家
た
ち
は
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
苦
心

と
作
業
を
か
さ
ね
る
。
芸
術
家
た
ち
の
こ
の
心
を
味
わ
お
う
。」
と
い
う
よ
う

に
、
ど
の
よ
う
に
短
歌
や
詩
を
作
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
北
原

白
秋
自
身
が
ど
の
よ
う
に
短
歌
や
童
謡
を
創
作
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程

や
推
敲
の
仕
方
を
詳
し
く
み
て
い
く
と
い
う
流
れ
だ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、「
蝶
」
と
い
う
題
材
で
は
、

　
　

黄
の
蝶
の
林
に
住
む
は
か
そ
け
か
り
落
葉
松
も
芽
ぶ
き
そ
め
に
し

と
い
う
短
歌
に
対
し
て
、
初
二
三
句
の
訂
正
版
を
九
つ
、
四
五
句
の
訂
正
を
三

つ
挙
げ
て
い
る
。
初
二
三
句
の
訂
正
版
を
挙
げ
る
と
、

　
　

黄
の
蝶
の
来
た
る
に
会
へ
ば
山
原
や

　
　

黄
の
蝶
の
う
つ
つ
な
く
飛
ぶ
山
ふ
か
し

　
　

黄
の
蝶
の
か
そ
け
き
飛
び
も
う
つ
つ
な
し

　
　

黄
の
蝶
の
羽
ぶ
り
か
そ
け
く
飛
ぶ
見
れ
ば

　
　

黄
の
蝶
の
奥
所
（
深
処
（
に
飛
ぶ
ぞ
う
つ
つ
な
き

　
　

黄
の
蝶
の
住
み
つ
つ
飛
ぶ
ぞ
う
つ
つ
な
き

　
　

黄
の
蝶
の
住
み
つ
つ
飛
ぶ
ぞ
か
そ
け
か
れ

　
　

黄
の
蝶
の
林
に
住
む
は
う
つ
つ
な
し

　
　

黄
の
蝶
の
林
に
住
む
は
か
そ
け
か
り

の
九
つ
で
、「
信
州
の
追
分
か
ら
浅
間
山
の
ふ
も
と
へ
は
い
っ
た
か
ら
ま
つ
の

林
、
そ
の
早
春
（
四
月
で
は
あ
る
が
（、
霧
雨
が
細
か
に
渡
っ
て
、
土
の
湿
り

が
よ
く
に
お
っ
た
。
か
ら
ま
つ
の
新
芽
の
細
か
さ
、
そ
の
緑
も
遠
く
は
金
粉
の

よ
う
に
ぼ
う
っ
と
し
て
い
る
。
黄
い
ろ
い
ち
ょ
う
が
ひ
た
ひ
た
と
薄
明
り
を
飛

ぶ
」
と
い
う
作
者
が
み
た
風
景
を
様
々
な
角
度
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
、「
私
は
そ
の
林
の
奥
深
く
探
り
行
っ
て
、
そ
の
蝶
に
、
心
を
、

感
覚
を
打
た
れ
た
」
こ
と
を
ど
う
表
現
す
る
の
が
良
い
の
か
を
作
者
自
ら
が
推

敲
し
て
い
る
。

　

そ
の
あ
と
に
は
同
じ
題
材
で
、

　
　

ち
ょ
う
ち
ょ
う

　
　

�

ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う　

か
ら
ま
つ
山
は　

ま
だ
寒
い
。
ち
ら

ち
ら
飛
べ
よ
。

　
　

�

ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
三
月
四
月
、
霧
雲
は
や
い
。
ぬ
れ
ぬ

れ
飛
べ
よ
。

　
　

�

ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
か
ら
ま
つ
原
は　

も
う
芽
が
も
え

る
。
こ
ぶ
か
く
飛
べ
よ
。

　
　

�

ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う
、
ち
ん
こ
ろ
ぐ
さ
も　

林
に
赤
い
。
大

き
く
飛
べ
よ
。

と
い
う
童
謡
を
作
り
、
北
原
白
秋
自
身
の
考
え
る
「
自
然
観
照
の
正
し
さ
」
に

つ
い
て
解
説
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　

�

童
謡
の
根
本
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
や
は
り
本
格
の
詩
歌
の
持
味
で
な
け
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れ
ば
、
単
な
る
幼
が
り
や
、
俗
悪
童
謡
に
堕
す
る
。
短
歌
と
い
い
童
謡
と

い
う
、
形
式
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
同
一
の
作
な
ら
ば
、
か
お
り

も
気
品
も
ひ
と
し
く
流
通
す
る
は
ず
（
中
略
（
見
、
知
り
、
歌
う
時
に
、

そ
の
ま
ま
の
心
の
状
態
に
お
い
て
、
詩
に
も
歌
に
も
童
謡
に
も
流
通
す
る

と
こ
ろ
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
し
て
、
北
原
白
秋
の
歌
人
ら
し
い
言
葉
が
あ
る
。

　

こ
の
あ
と
に
は
、
題
材
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
短
歌
や
童
謡
が
見
開
き
四

ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
単
元
は
、
北
原
白
秋
の
童
謡
と

短
歌
を
基
に
、
内
容
を
吟
味
し
た
り
、
短
歌
と
民
謡
、
琴
歌
調
の
形
式
の
違
い

を
話
し
合
い
、
自
分
の
詩
や
歌
を
発
表
し
て
批
評
し
合
お
う
、
と
い
う
「
学
習

の
た
す
け
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
手
本
で
あ
る
作
家
の
創
作
過
程
や
思
考
を

学
ば
せ
る
と
い
う
点
が
こ
の
単
元
の
特
徴
と
い
え
る
。

学
校
図
書

　

学
校
図
書
の
国
語
編
で
は
、
二
年
生
下
巻
（
（
（

の
「
Ⅰ　

詩
と
短
歌
」
と
い
う

単
元
の
な
か
で
、
小
単
元
一
、
二
に
詩
を
取
り
上
げ
、「
三　

歌
い
た
い
心　

谷
馨
」
で
現
代
短
歌
十
九
首
と
そ
れ
ぞ
れ
の
鑑
賞
文
、「
四　

柿
の
落
ち
葉
」

で
は
鑑
賞
文
が
つ
い
て
い
な
い
現
代
短
歌
二
十
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
「
三　

歌
い
た
い
心
」
で
は
、
前
文
で
短
歌
と
文
章
を
比
べ
て
ど
の
よ
う
な

特
徴
が
あ
る
か
、
短
歌
を
う
た
う
と
き
の
「
心
」
に
注
目
し
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

　
　

一　

�

短
歌
は
文
章
と
ど
こ
が
違
う
か
、
形
式
内
容
に
つ
い
て
比
べ
て
み
よ

う
。
ま
た
短
歌
を
普
通
の
と
き
と
も
比
べ
て
み
よ
う
。

　
　

二　

�

リ
ズ
ム
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
調
べ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
短
歌
に
お
け

る
リ
ズ
ム
の
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

三　

�

例
歌
を
読
み
味
わ
っ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
新
し
い
歌
を
味
わ
っ
て
み

よ
う
。

　
　

四　

短
歌
を
作
っ
て
み
な
で
批
評
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
　

五　

好
き
な
歌
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
、
話
し
合
お
う
。

の
五
つ
の
問
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
三　

例
歌
を
読
み
味
わ
っ
た
う
え
で
、

さ
ら
に
新
し
い
歌
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
。」
の
「
例
歌
」
と
は
「
三　

歌
い
た

い
心
」
の
十
九
首
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
光
子
「
窓
下
の
道
に
ま
き
た
る

貝
殻
を
踏
み
て
雨
夜
を
人
の
遠
の
く
」
で
は
、

　
　

�

雨
夜
の
さ
み
し
い
感
じ
が
よ
く
出
て
い
ま
す
。
歩
き
い
い
よ
う
に
、
窓
下

の
道
に
貝
殻
が
ま
い
て
あ
る
、
そ
れ
を
さ
く
さ
く
踏
み
な
が
ら
、
だ
れ
か

知
ら
な
い
が
、
雨
ふ
る
中
を
遠
く
な
っ
て
行
く
。
作
者
は
じ
っ
と
耳
を
澄

ま
せ
て
、
そ
の
遠
く
な
っ
て
行
く
足
音
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
。「
し
ん

と
し
た
調
子
」
で
、
静
か
に
歌
っ
た
、
品
の
良
い
歌
だ
と
思
い
ま
す
。
な

に
か
さ
み
し
い
音
楽
で
も
聞
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
く
る
よ
う
で

す
。

と
い
う
よ
う
な
鑑
賞
文
が
付
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
の
鑑
賞
文
を
、「
四　

柿
の

落
ち
葉
」
の
短
歌
を
味
わ
う
と
き
の
お
手
本
と
し
て
活
用
で
き
る
単
元
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
鑑
賞
文
か
ら
「
ど
の
よ
う
に
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
か
」
を
学
ぶ
こ
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と
も
含
め
た
学
習
の
流
れ
が
読
み
取
れ
る
。

　

学
校
図
書
の
文
学
編
で
は
、
二
年
上
巻
（
（
（

に
「
俳
句
の
作
り
方
味
わ
い
方
」

と
い
う
単
元
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
俳
句
の
作
り
方
（
規
則
や
季
題

に
つ
い
て
（、
味
わ
い
方
（
よ
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
か
（

を
、
見
開
き
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
例
句
を
示
し
な
が
ら
丁
寧
に
説
明
し
て
い

る
。
単
元
目
標
と
し
て
、

　
　
【
問
題
】

　
　

一　
「
俳
句
の
規
則
」
を
読
ん
で
、
こ
れ
を
、
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

　
　

二　

�

季
題
、
切
れ
字
、
季
重
な
り
、
三
段
切
れ
な
ど
の
こ
と
ば
が
説
明
で

き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

三　

�「
俳
句
の
味
わ
い
方
」
を
、
一
句
一
句
に
つ
い
て
よ
く
読
み
、
他
の

句
を
味
わ
う
と
き
の
参
考
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

四　

よ
い
俳
句
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

五　

�

俳
句
を
作
る
上
に
、
規
則
と
は
別
に
、
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
ど
ん
な

こ
と
か
、
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

　
　

六　

季
題
の
な
い
俳
句
も
あ
り
ま
す
が
、
調
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
　

七　

�「
夏
嵐
」
の
俳
句
を
一
句
一
句
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
の
考

え
を
発
表
し
あ
う
と
、
な
お
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

八　

�「
夏
嵐
」
以
外
の
句
も
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ぎ
に
、
各
自
で

俳
句
を
作
り
、
発
表
し
ま
し
ょ
う
。

の
八
つ
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
俳
句
を
創
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
、
き
ち

ん
と
そ
の
構
造
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
丁
寧
な
単
元
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
七
年
版
学
校
図
書
『
中
学
校
国
語
（
』
で
は
、「
俳
句
表
現
に
込

め
ら
れ
た
思
い
を
捉
え
る
。
俳
句
特
有
の
表
現
を
捉
え
る
。」
と
い
う
目
標
は

あ
る
も
の
の
、
規
則
に
関
し
て
は
、
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。
加

え
て
、「
二　

季
題
、
切
れ
字
、
季
重
な
り
、
三
段
切
れ
な
ど
の
こ
と
ば
が
説

明
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。」
の
よ
う
な
「
季
題
」
以
外
の
用
語
に
つ
い

て
学
ば
せ
た
り
、「
四　

よ
い
俳
句
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
を
言
う
の
で
し
ょ

う
か
」
の
よ
う
に
俳
句
の
良
し
悪
し
や
本
質
に
目
を
向
け
る
内
容
は
み
ら
れ
な

い
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
学
校
図
書
の
特
徴
と
い
え
る
。

　

学
校
図
書
以
外
に
も
俳
句
や
短
歌
の
作
り
方
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
単
元

が
昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年
の
教
科
書
に
は
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
学
習

指
導
要
領
（
試
案
（』「
第
三
節
作
文　

十
、
第
二
学
年
学
習
目
標
」
に
あ
る
、

「
文
学
的
作
品
を
個
性
に
応
じ
て
ど
ん
ど
ん
書
い
て
い
く
」
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

三
省
堂

　

三
省
堂
で
は
、
二
年
上
巻
（
（
（

で
「
短
歌
十
首
」「
短
歌
の
作
り
方
」
と
い
う
単

元
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。「
短
歌
十
首
」
は
解
説
が
な
く
、
あ
と
に
あ
る
「
短

歌
の
作
り
方
」
の
単
元
と
あ
わ
せ
て
学
習
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
作
り
に
な
っ

て
い
る
。「
短
歌
の
作
り
方
」
で
は
、
文
章
（
散
文
（
と
比
較
し
な
が
ら
短
歌

の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
短
歌
は
『
歌
う
も
の
』
で
あ
り
、
文

章
は
「
話
す
も
の
」「
述
べ
る
も
の
」
で
す
。」
と
い
う
よ
う
に
短
歌
を
作
る
上

で
大
事
な
の
は
、「
歌
い
た
い
心
で
、
感
じ
た
こ
と
を
、
五
七
五
七
七
の
形
で

表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、「
短
歌
十
首
の
中

で
い
ち
ば
ん
い
い
と
思
う
も
の
を
み
ん
な
で
選
」
ん
だ
り
「
自
由
詩
と
定
型
詩
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と
は
、
ど
う
違
う
」
の
か
や
、「
自
分
た
ち
で
作
っ
た
詩
や
短
歌
で
文
集
を
作

り
、
み
ん
な
で
批
評
」
し
あ
う
と
い
う
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

　
「
短
歌
は
『
歌
う
も
の
』」
と
い
う
文
言
の
ほ
か
に
、

　
　

�　

短
歌
は
、
だ
れ
で
も
作
れ
る
も
の
で
す
。
別
に
、
む
ず
か
し
い
規
則
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
、
五
七
五
七
七
と
、
五
つ
の
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
形
の
上
の
約
束
が
あ
る
だ
け
で
す
。

　
　

�　

こ
の
約
束
だ
け
は
、
守
ら
ぬ
と
、
短
歌
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

こ
の
規
則
の
中
に
、
短
歌
だ
け
が
持
っ
て
い
る
「
調
子
」（
調
べ
と
も
言
い

ま
す
。
英
語
で
は
リ
ズ
ム
と
も
言
い
ま
す
。（
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
ゝ

が
、
文
章
や
詩
や
俳
句
な
ど
と
違
う
の
で
す
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
古
典
和
歌
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
三
省
堂
で
は
「
短
歌
と

は
何
か
」
を
生
徒
に
深
く
考
え
さ
せ
る
単
元
づ
く
り
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

教
育
出
版

　

教
育
出
版
で
は
、
二
年
上
巻
（
（
（

の
「
詩
歌
の
鑑
賞
」
と
い
う
単
元
で
、
近
代

短
歌
や
、
近
世
・
近
代
俳
句
の
鑑
賞
を
す
る
単
元
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ

で
は
、
近
代
短
歌
が
二
十
首
、
俳
句
が
十
九
句
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ど

ち
ら
も
解
説
や
語
注
は
な
か
っ
た
。
こ
の
単
元
で
は
、

　
　

一　

�

短
歌
や
俳
句
は
、
短
い
か
ら
、
み
ん
な
ノ
ー
ト
に
写
し
て
、
何
回
も

声
を
出
し
て
読
ん
で
み
た
り
、
人
の
読
む
の
を
聞
い
て
み
た
り
す

る
。
そ
の
感
じ
を
た
い
せ
つ
に
し
て
、
話
し
合
う
。
わ
か
ら
ぬ
こ
と

ば
は
、
辞
書
で
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　

二　

�

学
校
図
書
館
で
手
分
け
し
て
、
作
者
の
伝
記
や
時
代
・
生
活
・
背

景
・
作
風
な
ど
を
調
べ
て
、
そ
れ
を
ま
る
写
し
の
ま
ま
発
表
す
る
の

は
や
め
て
、
自
分
の
こ
と
ば
に
直
し
て
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
歌
な

り
、
句
な
り
が
ど
ん
な
と
き
に
で
き
た
か
を
話
し
合
う
。

　
　

三　

短
歌
・
俳
句
・
詩
と
順
々
に
口
語
に
書
き
直
し
て
み
よ
う
。

　
　

四　

�

短
歌
・
俳
句
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
情
景
や
感
想
な
ど
も
加
え
て
、

長
い
文
章
に
し
て
み
る
。「
落
葉
松
」
や
「
稲
作
挿
話
」
は
、
物
語

ふ
う
に
し
て
み
た
り
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

五　

短
歌
・
俳
句
・
詩
な
ど
を
作
っ
て
発
表
す
る
。

と
い
う
五
つ
の
目
標
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
に
関
し
て
は
、
文
学
史
的
観
点

と
調
べ
学
習
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
三
・
四
・
五
に
活
か
し
や
す
い
目
標
設
定

が
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
文
学
史
を
知
り
つ
つ
、
俳
句
に
つ
い
て
の
多
角
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
単
元
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
他
の
出
版
社
と
の
違
い
は
、
二
の
目
標
も
特
徴
的
で
面
白
い
が
、
口

語
訳
を
考
え
さ
せ
た
り
、
短
歌
や
俳
句
の
情
景
や
感
想
を
通
し
て
「
長
い
文
章

を
書
く
」
と
い
う
活
動
目
標
で
あ
る
。
鑑
賞
と
文
章
化
す
る
活
動
を
両
立
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
る
と
、
人
に

「
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
」
こ
と
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
げ
ら

れ
る
。

光
村
図
書

　

光
村
図
書
は
、
二
年
生
で
は
韻
文
教
材
を
扱
う
単
元
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
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三
、
中
学
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年
生

東
京
書
籍

　

東
京
書
籍
で
は
、
三
年
上
巻
（
（1
（

に
「
現
代
短
歌
」
の
単
元
、
三
年
の
下
巻
（
（（
（

で

古
典
和
歌
の
単
元
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

　

三
年
上
巻
で
は
、
現
代
短
歌
を
三
十
首
取
り
上
げ
て
い
る
「
ふ
ぢ
の
花
ぶ

さ
」
と
い
う
単
元
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
長
い
伝
統
の
上
に
立
っ
た
短
歌
も
、

明
治
二
十
五
六
年
ご
ろ
か
ら
革
新
期
に
は
い
り
、
現
代
短
歌
と
し
て
の
新
し
い

花
を
開
い
た
。
そ
れ
ら
の
花
は
ど
ん
な
色
合
や
姿
を
見
せ
て
い
る
の
か
を
、
次

の
歌
に
つ
い
て
読
み
と
ろ
う
。」
と
い
う
前
文
が
あ
り
、
取
り
上
げ
て
い
る
短

歌
に
解
説
や
語
注
な
ど
は
な
か
っ
た
。「
学
習
の
た
す
け
」
と
し
て
、

　
　

一　

こ
の
課
の
中
の
次
の
よ
う
な
歌
に
つ
い
て
話
し
あ
お
う
。

　
　
　
　

�

（
深
く
観
察
し
て
あ
る
歌　

（
大
き
い
景
色
を
よ
ん
だ
歌　

（
真
情

の
こ
も
っ
た
歌

　
　

二　

�

次
の
歌
人
が
歌
の
よ
み
方
に
お
い
て
ど
ん
な
違
い
を
見
せ
て
い
る

か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

（
子
規
と
晶
子　

（
左
千
夫
と
啄
木

　
　

三　

自
然
を
よ
ん
だ
歌
と
生
活
を
よ
ん
だ
歌
の
ち
が
い
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

四　

自
分
の
好
き
な
歌
を
選
ん
で
感
想
を
述
べ
あ
お
う
。

　
　

五　

�

普
通
の
か
な
づ
か
い
と
ち
が
っ
た
書
き
表
わ
し
方
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

が
あ
る
の
み
だ
っ
た
。
一
・
二
の
よ
う
に
、
生
徒
自
身
が
歌
の
分
別
を
し
た

り
、
異
な
る
作
者
・
作
品
を
比
較
す
る
と
い
う
活
動
は
、
平
成
二
十
七
年
版
で

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
取
り
上
げ
た
三
十
首
を
教
科
書
側
が
あ
え
て
グ
ル
ー

プ
分
け
せ
ず
、
生
徒
自
身
で
短
歌
を
比
較
さ
せ
た
り
、
考
え
さ
せ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

三
年
下
巻
で
は
、
斎
藤
茂
吉
の
『
万
葉
秀
歌
』
を
引
用
し
て
お
り
、
和
歌
は

三
首
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。『
万
葉
秀
歌
』
は
、
斎
藤
茂
吉
が
『
万
葉
集
』

の
な
か
か
ら
約
四
百
首
選
び
、
解
説
と
鑑
賞
文
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
後
半
の
二
首
は
、
島
木
赤
彦
『
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。

　

こ
の
単
元
は
、「
和
歌
の
鑑
賞
」
と
い
う
よ
り
も
、
斎
藤
と
島
木
の
批
評
文

か
ら
五
つ
の
和
歌
が
ど
ん
な
特
長
を
持
っ
て
い
る
か
を
読
み
と
ら
せ
る
こ
と
を

中
心
と
し
て
い
た
。
二
年
の
上
巻
に
あ
っ
た
「
作
歌
の
体
験
」
の
単
元
と
同
様

に
、
斎
藤
茂
吉
と
島
木
赤
彦
が
、
ど
の
よ
う
に
古
典
和
歌
を
鑑
賞
し
て
い
る
の

か
を
ま
ず
知
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
以
下
、
本
文
か
ら
引
用
す
る
。

　
　

斎
藤
茂
吉
「
万
葉
秀
歌
」
に
よ
る
（
和
歌
三
首
（

　
　

柿
本
人
麿　

�

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
な
が
鳴
け
ば
心
も
し
ぬ
に
い
に
し
へ
思

ほ
ゆ�

（
巻
三
・
二
六
六
（

　
　

山
部
赤
人　

�

み
芳
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
騒
ぐ
鳥
の
声
か

も�

（
巻
六
・
九
二
四
（

　
　

山
上
憶
良　

�

憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
な
く
ら
む
そ
の
彼
の
母
も
わ
を

待
つ
ら
む
ぞ�

（
巻
三
・
三
三
七
（
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島
木
赤
彦
「
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
」（
和
歌
二
首
（

　
　

志
貴
皇
子　

�

石
ば
し
る
た
る
み
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
も
え
い
づ
る
春
に
な

り
に
け
る
か
も�

（
巻
八
・
一
四
一
八
（

　
　

湯
原
王　
　

�

吉
野
な
る
夏
実
の
川
の
川
よ
ど
に
か
も
ぞ
鳴
く
な
る
山
か
げ

に
し
て�

（
巻
三
・
三
七
五
（

　

た
と
え
ば
『
万
葉
秀
歌
』
の
山
部
赤
人
「
み
芳
野
の
…
」
の
解
説
文
で
は
、

　
　

�

こ
の
歌
は
下
半
に
中
心
が
置
か
れ
、「
こ
こ
だ
も
騒
ぐ
鳥
の
声
か
も
」
に

作
歌
衝
迫
も
お
の
ず
か
ら
集
注
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
光
景
に
相
対
し
た
と

か
て
い
し
て
み
て
も
、「
こ
こ
だ
も
騒
ぐ
鳥
の
声
か
も
」
と
だ
け
に
言
い

き
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
歌
は
や
は
り
す
ぐ
れ
た
歌
で
、
赤
人
の
傑
作
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
よ
う
に
、
難
解
で
は
あ
る
も
の
の
な
ぜ
こ
の
和
歌
が
評
価
さ
れ
る
の
か

を
示
す
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
で
の

志
貴
皇
子
「
石
ば
し
る
…
」
で
は
、

　
　

�

た
ん
た
ん
た
る
現
わ
れ
に
お
の
ず
か
ら
春
の
心
が
し
み
出
て
い
て
、
い
か

に
も
快
く
心
持
の
と
お
っ
た
歌
で
あ
る
。（
中
略
（
そ
の
写
生
が
こ
の
よ

う
に
単
純
に
い
っ
て
い
る
の
は
、
感
応
の
心
が
純
粋
に
働
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
第
一
句
よ
り
第
五
句
ま
で
連
続
し
て
、
層
々
勢
い
を
な
し
つ
つ
一

筋
と
お
っ
て
い
る
句
方
が
、
そ
の
純
粋
な
感
応
と
相
通
じ
て
い
る
と
い
う

観
が
あ
る
。
こ
の
歌
、
優
に
万
葉
集
中
の
秀
逸
で
あ
る
。

と
い
う
解
説
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
学
習
の
た
す
け
」
と
し
て
、

　
　

一　

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
読
ん
で
そ
ら
で
言
え
る
よ
う
に
し
よ
う
。

　
　

二　

次
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

�（
心
も
し
ぬ
に
／
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
／
木こ

ぬ
れ末

／
こ
こ
だ
／
ま
か
ら
む

／
わ
を
待
つ
ら
む
ぞ
／
た
る
み
／
な
り
に
け
る
か
も
／
か
も
ぞ
鳴
く

な
る
／
山
か
げ
に
し
て
（

　
　

三　

�

こ
の
文
章
は
、
五
つ
の
和
歌
の
ど
ん
な
特
長
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

か
、
話
し
合
お
う
。

　
　

四　

で
き
た
ら
万
葉
集
の
他
の
歌
を
読
ん
で
み
よ
う
。

の
四
つ
が
あ
り
、
特
に
、
志
貴
皇
子
の
和
歌
が
「
万
葉
集
中
の
秀
逸
」
と
評
さ

れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
版
で
は
見
ら
れ
な
い
書
き
方
で

あ
り
、「
学
習
の
た
す
け　

三
」
で
な
ぜ
そ
う
評
価
し
た
の
か
を
生
徒
同
士
で

話
し
合
う
よ
う
な
活
動
が
期
待
で
き
る
。

学
校
図
書

　

学
校
図
書
の
国
語
編
で
は
、
三
年
上
巻
（
（1
（

で
「
俳
句
の
作
り
方
」、
近
代
俳
句

を
取
り
上
げ
た
「
ひ
ば
り
」、『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
単
元
が
あ

り
、
三
年
下
巻
（
（1
（

で
『
万
葉
集
』
を
取
り
上
げ
た
単
元
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
出
版
社
五
社
の
な
か
で
、『
万

葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、

学
校
図
書
国
語
編
の
三
年
上
下
巻
の
み
だ
っ
た
。
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三
年
上
巻
で
は
、「
俳
句
の
作
り
方
」
と
い
う
単
元
で
近
代
俳
句
を
扱
い
、

そ
の
あ
と
に
「
古
典
入
門
」
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
俳
句
の
作
り
方
」
で
は
、
俳
句
の
成
立
に
つ
い
て
の
文
学
史
的
説
明
が
あ

り
、
俳
句
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
説
明
（
形
式
、
季
題
・
切
れ
字
・
季
重
り
・

全
体
の
統
一
感
（
が
見
開
き
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
あ
と
、「
ひ
ば

り
」
と
い
う
単
元
で
「
み
な
さ
ん
の
年
齢
の
か
た
が
、
鑑
賞
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
よ
い
句
」
と
し
て
俳
句
十
四
句
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
俳
句
の
作
り
方
」
の
単
元
で
は
、

　
　

一　

�

俳
句
は
和
歌
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
、
簡
単
に
言
っ
て

み
よ
う
。

　
　

二　

俳
句
の
規
則
を
簡
単
に
箇
条
書
き
に
し
て
み
よ
う
。

　
　

三　

�

切
れ
字
を
二
つ
使
う
こ
と
、
季
重
り
・
三
段
切
れ
、
な
ど
は
な
ぜ
避

け
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

　
　

四　

季
題
は
な
ぜ
俳
句
で
大
切
な
の
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

五　

�

俳
句
を
作
る
と
き
に
、
規
則
と
は
別
に
、
ど
ん
な
心
が
け
が
た
い
せ

つ
だ
ろ
う
。

　
　

六　

で
き
れ
ば
俳
句
を
作
っ
て
、
み
ん
な
で
批
評
し
合
っ
て
み
よ
う
。

の
六
つ
の
目
標
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
最
終
目
標
と
し
て
俳
句
の
創
作
が
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
よ
り
も
「
俳
句
の
仕
組
み
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
生
徒
が

き
ち
ん
と
言
語
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
三
、
四
、
五
に
関
し
て
は
発
問
の
レ
ベ
ル
が
高
度
で
あ

り
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
前
に
「
俳
句
で
大
切
な
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る

点
が
特
徴
で
あ
る
。

　
「
ひ
ば
り
」
と
い
う
近
代
俳
句
を
取
り
上
げ
て
い
る
単
元
は
、
十
四
句
引
用

さ
れ
て
い
る
が
、
解
説
文
は
な
く
、「
俳
句
の
作
り
方
」
で
習
っ
た
鑑
賞
方
法

を
実
際
に
試
す
単
元
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
目
標
と
し
て
は
、「
一　

そ

れ
ぞ
れ
の
句
の
季
題
と
、
そ
の
表
わ
す
季
節
を
調
べ
よ
う
。」「
二　

好
き
な
句

に
つ
い
て
評
釈
文
を
書
い
て
み
よ
う
。」
と
い
う
二
つ
だ
っ
た
。
俳
句
の
基
礎

を
し
っ
か
り
と
学
ば
せ
、
応
用
と
し
て
創
作
を
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
が
し
っ
か

り
と
し
た
単
元
設
定
で
あ
る
。
現
行
で
は
、「
ひ
ば
り
」
の
よ
う
に
俳
句
を
引

用
し
鑑
賞
す
る
単
元
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、「
俳
句
の
作
り
方
」
の
よ
う
に
俳

句
の
成
立
か
ら
規
則
、
作
り
方
の
手
順
を
ま
と
め
て
記
し
て
い
る
単
元
は
み
ら

れ
な
い
。

　

次
に
「
古
典
入
門
」
の
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
を
扱
っ
た
単
元

で
は
、

　
　

�

こ
れ
ま
で
は
、
昔
の
こ
と
ば
に
慣
れ
な
い
た
め
に
、
物
語
の
現
代
語
訳
や

詩
形
の
短
い
俳
句
の
二
、
三
を
通
じ
て
、
古
典
の
世
界
の
一
部
を
う
か

が
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
読
み
方
を
習
い
、
直
接
内
容
を

味
わ
っ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
昔
の
短
歌
や
随
筆
や
狂
言
や
漢
詩
を
読
み

味
わ
い
、
あ
わ
せ
て
文
語
の
き
ま
り
を
学
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

と
い
う
前
文
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
古
典
の
内
容
が
始
ま
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。「
一　

飛
ぶ
雁
」
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
五
首
、『
新
古

今
和
歌
集
』
か
ら
五
首
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
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読
人
し
ら
ず　

�

白
雲
に
羽
う
ち
か
は
し
と
ぶ
雁
の
数
さ
へ
見
ゆ
る
秋
の
夜

の
月�

（『
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
・
一
九
一
（

　
　

紀　

貫
之　
　

�

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
凍
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や

と
く
ら
む�

（『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上
・
二
（

　
　

凡
河
内
躬
恒　

�
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は

か
く
る
る�

（『
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上
・
四
一
（

　
　

紀　

友
則　
　

�

雪
ふ
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅
と
わ

き
て
折
ら
ま
し�

（『
古
今
和
歌
集
』
冬
歌
・
三
三
七
（

　
　

坂
上
是
則　
　

�

朝
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る

白
雪�
（『
古
今
和
歌
集
』
冬
歌
・
三
三
二
（

　
　

藤
原
定
家　
　

�

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の

夕
暮
れ�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
・
三
六
三
（

　
　

藤
原
良
経　
　

�

人
す
ま
ぬ
不
破
の
関
屋
の
板
び
さ
し
あ
れ
に
し
の
ち
は
た

だ
の
秋
の
風�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
中
・
一
六
〇
一
（

　
　

西　
　

行　
　

�

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴫
立
つ
沢
の
秋
の

夕
暮
れ�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
上
・
三
六
二
（

　
　

後
鳥
羽
天
皇　

�

秋
ふ
け
ぬ
鳴
け
や
霜
夜
の
き
り
ぎ
り
す
や
や
影
寒
し
蓬
生

の
月�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
下
・
五
一
七
（

　
　

藤
原
家
隆　
　

霞
立
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空

�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
春
歌
上
・
三
七
（

　

二
年
下
巻
に
あ
っ
た
単
元
「
三　

歌
い
た
い
心
」
で
現
代
短
歌
を
鑑
賞
文
付

き
で
学
ん
だ
。
三
年
生
の
下
巻
に
あ
る
古
典
和
歌
に
解
説
文
が
な
い
理
由
と
し

て
は
、
二
年
生
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
す
た
め
に
敢
え
て
解
説
文
を
付
け
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
単
元
目
標
は
、

　
　

一　

�

こ
れ
ら
の
和
歌
か
ら
ど
ん
な
感
じ
を
受
け
た
か
。
さ
き
に
学
習
し
た

現
代
短
歌
の
場
合
と
比
べ
て
話
し
合
お
う
。

　
　

二　

�

最
後
が
名
詞
で
終
っ
て
い
る
歌
が
多
い
が
、
こ
れ
は
表
現
の
う
え
で

何
か
効
果
を
上
げ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
表
現
上
の

技
巧
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

三　

好
き
な
歌
を
選
ん
で
評
釈
文
を
書
い
て
み
よ
う
。

と
い
う
三
つ
で
あ
る
。
特
徴
的
な
の
は
二
で
、
こ
れ
は
、「
和
歌
技
法
」
に
注

目
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
や
描
写
を
す
る
歌
が
多
い
『
万
葉

集
』
で
は
な
く
、
技
巧
に
富
ん
だ
和
歌
が
多
数
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今

和
歌
集
』
を
持
っ
て
き
た
理
由
が
う
か
が
え
る
。
東
京
書
籍
で
は
、『
万
葉
秀

歌
』『
万
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
』
と
い
う
二
冊
を
起
用
し
た
の
に
対
し
、
学

校
図
書
は
批
評
文
で
は
な
い
も
の
の
、
三
年
上
巻
で
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今

和
歌
集
』、
三
年
下
巻
で
『
万
葉
集
』
と
い
う
よ
う
に
、
和
歌
集
の
特
徴
に
応

じ
て
教
え
方
に
変
化
を
も
た
せ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三
年
の
下
巻
で
は
、「
古
典
の
伝
統
」
と
い
う
単
元
に
「
東
洋
西
洋
を
結
ぶ

広
い
世
界
を
視
野
に
入
れ
、
人
間
全
体
の
文
化
の
向
上
を
考
え
る
と
き
に
も
、

わ
た
く
し
た
ち
は
日
本
の
古
典
文
学
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。」
と
い
う
前
文

が
あ
る
。
こ
こ
に
当
時
の
古
典
文
学
に
対
す
る
思
想
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。

　

最
初
に
久
松
潜
一
の
文
学
史
に
つ
い
て
の
文
章
が
あ
り
、
奈
良
時
代
か
ら
近

代
ま
で
の
文
学
史
に
つ
い
て
見
開
き
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
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文
学
の
種
類
や
時
代
の
変
遷
に
つ
い
て
細
か
く
描
か
れ
て
お
り
、

　
　

一　
�

文
学
の
種
類
と
時
代
と
を
基
準
に
し
て
、
作
家
・
作
品
の
一
覧
表
を

作
っ
て
み
よ
う
。

　
　

二　

�

各
時
代
の
文
学
の
特
色
を
考
え
、
さ
ら
に
そ
の
時
代
の
社
会
状
態
と

の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

三　

日
本
文
学
の
特
色
を
考
え
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

と
い
う
三
つ
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
単
元
も
、
現
行
で
は
見
ら
れ

な
い
特
徴
的
な
単
元
で
あ
る
。
特
に
一
、
二
に
関
し
て
は
久
松
潜
一
の
文
章
か

ら
目
標
に
沿
っ
て
必
要
な
情
報
を
読
み
取
り
、
一
覧
表
を
作
る
と
い
う
ユ
ニ
ー

ク
な
活
動
で
あ
り
、
文
学
史
を
通
史
的
に
理
解
す
る
上
で
効
果
的
な
活
動
で
あ

る
と
い
え
る
。
現
在
で
は
、『
平
成
十
年
学
習
指
導
要
領
』「
第
二
章
各
教
科　

第
一
節
国
語　

第
二　

各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
」
よ
り
「
文
学
作
品
な
ど
の

成
立
年
代
や
そ
の
特
徴
な
ど
に
触
れ
る
場
合
に
は
、
通
史
的
に
扱
う
こ
と
は
し

な
い
こ
と
。」　

と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
、
通
史
的
に
学
ぶ
こ
と
よ
り
も
、

個
々
の
作
品
に
つ
い
て
よ
り
深
く
学
ぶ
と
い
う
方
針
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
。

　

次
に
佐
佐
木
信
綱
の
『
万
葉
百
首
選
』
か
ら
『
万
葉
集
』
十
首
そ
れ
ぞ
れ
の

鑑
賞
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
文
か
ら
引
用
す
る
。

　
　

持
統
天
皇　
　

�

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
ほ
し
た
り
天
の
か
ぐ

山�

（
巻
一
・
二
八
（

　
　

柿
本
人
麻
呂　

�

ひ
む
か
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す

れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ�

（
巻
一
・
四
八
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

淡
海
の
海
夕
浪
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
古
お
も
ほ

ゆ�

（
巻
三
・
二
六
六
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

天
ざ
か
る
ひ
な
の
長
道
ゆ
恋
ひ
く
れ
ば
明
石
の
門
よ
り
大

和
島
見
ゆ�

（
巻
三
・
二
五
五
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

あ
し
ひ
き
の
山
河
の
瀬
の
鳴
る
な
べ
に
弓
月
が
嶽
に
雲
立

ち
渡
る�

（
巻
七
・
一
〇
八
八
（

　
　

山
上
憶
良　
　

銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も

�

（
巻
五
・
八
〇
三
（

　
　

山
部
赤
人　
　

�

田
児
の
浦
ゆ
打
出
で
て
み
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に

雪
は
ふ
り
け
る�

（
巻
三
・
三
一
八
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
た
づ

鳴
き
わ
た
る�

（
巻
六
・
九
一
九
（

　
　

大
伴
家
持　
　

�

わ
が
宿
の
い
さ
さ
む
ら
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の

夕
べ
か
も�

（
巻
十
九
・
四
二
九
一
（

　
　

小
野　

老　
　

�

あ
を
に
よ
し
寧
楽
の
都
は
咲
く
花
の
薫
ふ
が
ご
と
く
今
さ

か
り
な
り�

（
巻
三
・
三
二
八
（

　

こ
の
単
元
に
は
、

　
　

一　
�

み
ん
な
で
好
き
な
歌
を
一
首
ず
つ
選
ん
で
、
最
も
多
く
選
ば
れ
た
歌

か
ら
順
番
に
、
選
ん
だ
理
由
を
述
べ
、
話
し
合
お
う
。

　
　

二　

�
人
麻
呂
、
憶
良
、
赤
人
、
家
持
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風

の
特
色
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　

三　

�「
あ
し
ひ
き
の
」
と
「
若
の
浦
に
」
と
の
歌
で
は
、
時
間
の
推
移
は



32

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

四　
�「

春
過
ぎ
て
」
の
歌
と
「
田
子
の
浦
ゆ
」
の
歌
に
つ
い
て
、
万
葉
集

の
原
作
と
、
古
今
集
や
百
人
一
首
の
改
作
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
そ

し
て
、
な
ぜ
原
作
が
よ
い
か
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

五　

�

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
ど
ん
な
枕
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
そ
の

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
も
考
え
よ
う
。

　
　

六　

万
葉
集
の
現
代
に
お
け
る
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。

と
い
う
六
つ
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
二
、
三
、
四
、
五
の
目
標
の
よ
う

に
作
風
の
違
い
や
和
歌
同
士
を
比
較
す
る
と
い
う
観
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
四
の
「
な
ぜ
原
作
が
よ
い
か
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
う
目
標
に
は
、

『
万
葉
集
』
重
視
の
考
え
が
透
け
て
見
え
る
。
編
者
の
和
歌
観
が
表
れ
て
い
る

部
分
で
あ
る
。

　

こ
の
単
元
で
は
、
鑑
賞
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、
創
作
す
る
と
い
う
こ

と
は
目
標
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

学
校
図
書
の
文
学
編
で
は
、
三
年
上
巻
（
（1
（

に
「
芭
蕉
名
句
」
で
俳
句
鑑
賞
、

「
短
歌
の
作
り
方
」、
近
代
短
歌
を
扱
っ
た
「
四
季
」
と
い
う
単
元
の
あ
と
に
、

佐
佐
木
信
綱
の
『
万
葉
秀
歌
』
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
芭
蕉
名
句
」
で
は
、
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
が
十
二
句
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

最
初
の
四
句
に
は
鑑
賞
文
が
そ
れ
ぞ
れ
付
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
の
単
元
目
標
は
、

　
　

一　

�

一
句
ご
と
に
鑑
賞
の
文
を
熟
読
し
、
そ
の
句
の
妙
味
が
ど
う
い
う
点

に
あ
る
か
考
え
よ
う
。

　
　

二　

�

第
一
、
二
学
年
の
時
に
読
ん
だ
「
俳
句
の
作
り
方
味
わ
い
方
」
を
思

い
起
こ
し
、
一
々
の
句
に
つ
い
て
、
季
題
・
切
れ
字
な
ど
を
調
べ
よ
う
。

　
　

三　

終
わ
り
に
あ
げ
た
八
句
の
鑑
賞
を
文
に
つ
づ
っ
て
み
よ
う
。

　
　

四　

芭
蕉
の
句
に
あ
ら
わ
れ
た
日
本
の
自
然
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
。

　
　

五　

芭
蕉
の
伝
記
を
調
べ
、
そ
の
文
学
上
の
功
績
を
考
え
て
み
よ
う
。

の
五
つ
で
あ
る
。
一
・
二
の
活
動
を
通
じ
て
、
鑑
賞
文
を
参
考
に
自
分
の
鑑
賞

文
を
考
え
る
と
い
う
作
業
の
他
に
、
四
で
は
俳
句
を
通
し
て
「
日
本
の
自
然
」

に
目
を
向
け
、
さ
ら
に
は
五
で
、
芭
蕉
自
身
の
功
績
や
文
学
上
の
役
割
に
つ
い

て
考
え
る
と
い
う
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

国
語
編
に
は
な
か
っ
た
「
短
歌
の
作
り
方
」
で
は
、
短
歌
の
特
色
に
関
す
る

解
説
に
焦
点
を
当
て
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
例
句
な
ど
は
引
用
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
単
元
目
標
と
し
て
は
、

　
　

一　

こ
の
文
で
読
み
と
っ
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
整
理
し
よ
う
。

　
　

二　

�

短
歌
の
特
色
を
明
き
ら
か
に
し
、
内
容
と
形
式
と
の
関
係
に
つ
い
て

調
べ
よ
う
。

　
　

三　
「
歌
は
調
べ
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
説
明
せ
よ
。

　
　

四　

�

余
情
と
は
何
か
。
こ
れ
は
短
歌
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の

か
考
え
よ
う
。

　
　

五　
�

じ
っ
さ
い
に
短
歌
を
作
り
、
指
導
を
う
け
、
ま
た
批
評
し
あ
っ
て
み

よ
う
。

の
五
つ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
短
歌
を
読
み
味
わ
う
だ
け
で
な
く
、
特
色
や
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「
国
文
学
試
論
」
第
31
号
　
令
和
4
年
3
月

「
余
情
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。

　
「
四
季
」
の
単
元
で
は
、
解
説
や
語
注
は
な
く
、
十
三
首
か
ら
一
首
ず
つ
の

印
象
や
好
き
な
短
歌
を
選
ぶ
と
い
う
活
動
に
と
ど
め
て
い
た
。
一
方
で
、
次
の

単
元
で
あ
る
『
万
葉
秀
歌
』
で
は
、
和
歌
十
首
と
佐
々
木
信
綱
の
『
万
葉
秀

歌
』
か
ら
解
説
を
引
用
し
て
い
た
。
こ
の
単
元
の
前
文
で
は
、

　
　

�

万
葉
集
の
作
者
は
、
上
は
天
皇
・
皇
后
・
皇
族
を
は
じ
め
、
下
は
宮
女
・

僧
侶
・
無
名
の
市
民
・
農
民
に
及
び
、
当
時
の
貴
賤
男
女
を
網
羅
し
て
、

社
会
の
全
階
級
に
わ
た
っ
て
い
る
。
芸
術
文
化
の
上
に
差
別
的
な
態
度
を

と
ら
な
か
っ
た
上
代
の
民
主
的
な
社
会
思
想
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
今

こ
の
集
の
中
か
ら
特
に
代
表
的
な
歌
十
首
を
選
ん
で
解
釈
し
鑑
賞
す
る
こ

と
と
す
る
。

と
い
う
前
文
の
も
と
、
丁
寧
な
解
説
文
と
と
も
に
和
歌
が
並
ん
で
い
る
。
以

下
、
作
品
を
本
文
か
ら
引
用
す
る
。

　
　

山
部
赤
人　
　

�

田
児
の
浦
ゆ
打
出
で
て
み
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に

雪
は
ふ
り
け
る�

（
巻
三
・
三
一
八
（

　
　

大
伴
家
持　
　

�

春
の
苑
く
れ
な
ゐ
に
ほ
ふ
桃
の
花
し
た
照
る
道
に
出
で
た

つ
を
と
め�

（
巻
十
九
・
四
一
三
九
（

　
　

小
野　

老　
　

�

あ
を
に
よ
し
寧
楽
の
都
は
咲
く
花
の
薫
ふ
が
ご
と
く
今
さ

か
り
な
り�

（
巻
三
・
三
二
八
（

　
　

柿
本
人
麻
呂　

�

ひ
む
か
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す

れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ�

（
巻
一
・
四
八
（

　
　

持
統
天
皇　
　

�

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
ほ
し
た
り
天
の
か
ぐ

山�

（
巻
一
・
二
八
（

　
　

山
上
憶
良　
　

銀
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も

�

（
巻
五
・
八
〇
三
（

　
　

中
大
兄
皇
子　

渡
津
海
の
豊
旗
雲
に
入
日
さ
し
今
夜
の
月
夜
清
明
く
こ
そ

�

（
巻
一
・
一
五
（

　
　

高
市
黒
人　
　

�

い
づ
く
に
か
船
泊
す
ら
む
安
礼
の
崎
こ
ぎ
た
み
行
き
し
棚

無
し
小
舟�

（
巻
一
・
五
八
（

　
　

大
伴
家
持　
　

�

わ
が
宿
の
い
さ
さ
む
ら
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の

夕
べ
か
も�

（
巻
十
九
・
四
二
九
一
（

　
　

山
部
赤
人　
　

�

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
た
づ

鳴
き
わ
た
る�

（
巻
六
・
九
一
九
（

こ
の
単
元
の
目
標
は
、

　
　

一　

万
葉
集
の
特
色
は
ど
う
い
う
点
だ
ろ
う
か
。

　
　

二　

こ
の
十
首
の
歌
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
好
き
な
の
は
ど
れ
か
。

　
　

三　

�

持
統
天
皇
の
「
春
過
ぎ
て
」
の
歌
と
、
山
部
赤
人
の
「
田
子
の
浦

ゆ
」
の
歌
が
、
後
世
、
改
作
さ
れ
て
、
新
古
今
集
や
、
百
人
一
首
に

お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
改
作
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
く
な
い
の
は
、
ど

う
い
う
わ
け
か
考
え
て
み
よ
う
。

と
な
っ
て
お
り
、
現
代
に
は
な
い
点
は
、
一
、
三
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の

特
色
に
つ
い
て
考
え
た
り
、「
改
作
さ
れ
た
」
と
い
う
点
に
注
目
し
て
作
品
を
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比
較
す
る
と
い
う
活
動
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
文
に
は
改
作
さ
れ
た
方
の
和
歌
は
載
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
言
葉
の
調
子

や
作
品
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と
と
は
別
に
、「
な
ぜ
改
作
さ
れ
た
の
か
」、

「
な
ぜ
改
作
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
く
な
い
の
か
」
と
い
う
視
点
で
考
え
る
こ
と
で
、

作
品
鑑
賞
の
幅
を
広
げ
ら
れ
る
活
動
が
期
待
で
き
る
。

　

学
校
図
書
の
言
語
編
で
は
、
三
年
生
（
（1
（

の
「
文
学
の
鑑
賞
」
と
い
う
単
元
に
、

木
下
利
玄
の
短
歌
の
鑑
賞
文
が
載
っ
て
い
た
。
十
五
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い

る
な
か
で
、「
現
代
詩
の
形
式
や
特
質
を
理
解
し
、
詩
の
読
み
方
・
味
わ
い
方

に
つ
い
て
話
し
合
お
う
」
や
「
古
典
が
現
代
に
お
い
て
い
か
な
る
価
値
を
も
っ

て
い
る
か
討
議
し
よ
う
」
な
ど
、
こ
ち
ら
も
鑑
賞
文
か
ら
定
型
詩
の
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
広
く
古
典
文
学
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
目

標
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。
創
作
に
関
す
る
目
標
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
言
語

編
は
鑑
賞
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

三
省
堂

　

三
省
堂
で
は
、
三
年
の
上
巻
で
は
俳
句
の
単
元
は
見
ら
れ
た
が
、
古
典
和
歌

を
扱
う
単
元
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

三
年
上
巻
（
（1
（

の
「
俳
句
読
本
」
と
い
う
単
元
で
は
、
高
浜
虚
子
が
書
い
た
評

論
文
を
引
用
し
て
お
り
、
三
つ
の
小
単
元
に
分
か
れ
て
俳
句
を
学
ぶ
内
容
に

な
っ
て
い
る
。

　

一
で
は
、
文
学
と
は
何
か
や
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
俳
句
」
に
焦
点
を

当
て
て
、
見
開
き
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
文
学
の
あ
り
方
や
俳
句
の
決
ま
り
に

つ
い
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
芭
蕉
の
俳
句
を
二
句
紹
介
し
な
が
ら
、「
文
学
の
中
で
も
最
も
短

い
文
学
」
と
俳
句
を
評
し
、
季
題
か
ら
日
本
人
の
四
季
へ
の
見
方
な
ど
を
詳
し

く
述
べ
て
い
る
。

　

二
で
は
、
一
で
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
俳
句
の
作
法
（
題
詠
・
句
会
・
吟
行
・

写
生
（
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
実
際
に
生
徒
た
ち
が
俳
句
を
読
み
発
表
で

き
る
よ
う
な
詳
細
さ
で
書
か
れ
て
い
る
。

　

三
で
は
、
芭
蕉
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
、
作
者
や
作
品
に
つ
い
て
を
時
系

列
に
沿
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
単
元
で
の
目
標
は
、

　
　

一　

芭
蕉
の
句
の
季
題
を
調
べ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
　

二　

�「
ほ
ろ
〳
〵
と
や
ま
ぶ
き
散
る
か
滝
の
音
」
の
「
か
」
は
、
ど
う
い

う
意
味
で
す
か
。

　
　

三　

�「
海
く
れ
て
」
の
句
を
「
滝
く
れ
て
ほ
の
か
に
白
し
か
も
の
声
」
と

し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

　
　

四　

本
文
に
説
明
の
つ
い
て
い
な
い
句
を
解
釈
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
　

五　

ど
れ
か
一
句
を
選
ん
で
、
絵
に
か
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。

　
　

六　

み
ん
な
で
、
句
会
・
吟
行
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

の
六
つ
が
あ
っ
た
。
平
成
二
十
七
年
版
と
比
較
し
て
み
る
と
、
俳
句
に
割
く

ペ
ー
ジ
数
が
多
く
、
内
容
も
重
厚
で
あ
る
。
平
成
二
十
七
年
版
が
「
ひ
び
き
を

味
わ
う
」
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
助
詞
の
意

味
や
改
作
し
た
場
合
の
変
化
に
つ
い
て
学
習
が
及
ん
で
お
り
、
五
の
「
俳
句
を

絵
に
表
す
」
と
い
う
活
動
に
関
し
て
は
、
平
成
二
十
七
年
版
ま
で
の
教
科
書
で
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は
、
光
村
図
書
の
中
学
二
年
生
の
教
科
書
（
（1
（

の
『
枕
草
子
』
の
単
元
に
見
ら
れ

る
活
動
で
あ
る
。
出
版
社
は
違
う
も
の
の
俳
句
や
随
筆
か
ら
、「
自
分
の
感
じ

た
こ
と
を
描
き
出
す
」
と
い
う
活
動
は
今
も
形
を
変
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

教
育
出
版

　

教
育
出
版
で
は
、
三
年
下
巻
（
（1
（

に
『
万
葉
集
』
か
ら
十
六
首
取
り
上
げ
た
古

典
和
歌
の
単
元
は
あ
っ
た
一
方
で
、
東
京
書
籍
や
学
校
図
書
に
見
ら
れ
た
、
短

歌
や
俳
句
の
作
り
方
や
、
詩
歌
の
特
色
を
解
説
し
て
い
る
単
元
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

三
年
下
巻
の
『
万
葉
集
』
を
扱
っ
た
単
元
で
は
、「
万
葉
集
は
い
つ
の
時
代

に
も
、
後
世
か
ら
な
つ
か
し
く
顧
み
ら
れ
る
誇
る
べ
き
歌
集
で
す
。」
と
い
う

前
文
が
あ
り
、
こ
の
単
元
で
は
現
代
語
訳
が
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
た
。
目
標

は
二
〇
あ
っ
た
が
、「
お
の
お
の
の
歌
の
調
子
を
調
べ
」
た
り
、「
万
葉
集
か
ら
、

古
代
人
の
真
情
が
す
な
お
に
現
れ
て
い
る
語
句
や
、
事
実
を
正
し
く
と
ら
え
て

い
る
箇
所
を
取
り
出
し
て
、
詳
し
く
調
べ
」
る
、「
二
年
で
習
っ
た
短
歌
と
こ

の
万
葉
集
と
を
比
べ
」
て
そ
の
作
風
の
違
い
を
話
し
合
う
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

前
文
の
「
な
つ
か
し
く
顧
み
ら
れ
る
べ
き
歌
集
」
や
目
標
設
定
な
ど
か
ら
、

万
葉
集
の
特
色
で
あ
る
写
実
的
な
部
分
や
素
直
な
表
現
を
、
二
年
で
習
っ
た
短

歌
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

和
歌
に
関
し
て
は
、

　
　

舒
明
天
皇　
　

�

夕
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く
し
か
は
今
宵
は
鳴
か
ず
寝
ね

に
け
ら
し
も�

（
巻
八
・
一
五
一
一
（

　
　

額
田
王　
　
　

�

熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は

漕
ぎ
い
で
な�

（
巻
一
・
八
（

　
　

天
智
天
皇　
　

�

わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
日
さ
し
今
宵
の
月
夜
あ
き
ら
け

く
こ
そ�

（
巻
一
・
一
五
（

　
　

柿
本
人
麿　
　

�

東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月

傾
き
ぬ�

（
巻
一
・
四
八
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

近
江
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
ぬ
に
い
に
し
へ

思
ほ
ゆ�

（
巻
三
・
二
六
六
（

　
　

高
市
黒
人　
　

�

い
づ
く
に
か
船
泊
す
ら
む
安
礼
の
崎
漕
ぎ
回
み
行
き
し
棚

無
し
小
船�

（
巻
一
・
五
八
（

　
　

志
貴
皇
子　
　

�

石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
に
萠
え
出
づ
る
春
に
な

り
に
け
る
か
も�

（
巻
八
・
一
四
一
八
（

　
　

山
部
赤
人　
　

�

天
地
の　

分
か
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て　

高
く
た
ふ
と
き　

駿
河
な
る　

富
士
の
高
嶺
を　

天
の
原　

ふ
り
さ
け
見
れ

ば　

渡
る
日
の　

影
も
隠
ろ
ひ　

照
る
月
の　

光
も
見
え

ず　

白
雲
も　

い
行
き
は
ば
か
り　

時
じ
く
ぞ　

雪
は
降

り
け
る　

語
り
つ
ぎ　

言
ひ
つ
ぎ
ゆ
か
む　

富
士
の
高
嶺

は�

（
巻
三
・
三
一
七
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
ま
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺

に
雪
は
ふ
り
け
る�

（
巻
三
・
三
一
八
（

　
　

山
上
憶
良　
　

�

憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
の
か
の
母
も
吾

を
待
つ
ら
む
ぞ�

（
巻
三
・
三
三
七
（

　
　

大
伴
旅
人　
　

�
沫
雪
の
ほ
ど
ろ
ほ
ど
ろ
に
ふ
り
し
け
ば
奈
良
の
京
し
思
ほ
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ゆ
る
か
も�

（
巻
八
・
一
六
三
九
（

　
　

大
伴
家
持　
　

�

わ
が
や
ど
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の

夕
べ
か
も�

（
巻
一
九
・
四
二
九
一
（

　
　

商
長
首
麿　
　

�

忘
ら
む
と
野
行
き
山
行
き
我
来
れ
ど
我
が
父
母
は
忘
れ
せ

ぬ
か
も�

（
巻
二
〇
・
四
三
四
四
（

　
　

遣
唐
使
の
母　

�
旅
人
の
宿
り
せ
む
野
に
霜
ふ
ら
ば
吾
が
子
羽
ぐ
く
め
天
の

鶴
群�

（
巻
九
・
一
七
九
一
（

　
　

信
濃
国
の
歌　

�

信
濃
路
は
今
の
墾
道
刈
株
に
足
踏
ま
し
む
な
履
は
け
我
が

背�

（
巻
一
四
・
三
三
九
九
（

　
　

作
者
不
詳　
　

�

法
師
ら
が
ひ
げ
の
剃
杭
馬
つ
な
ぎ
い
た
く
な
引
き
そ
法
師

な
か
ら
か
む�

（
巻
一
六
・
三
八
四
六
（

以
上
の
十
六
首
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
版
と
比
較
す
る
と
、
高

市
黒
人
、
商
長
首
麿
、
遣
唐
使
の
歌
、
作
者
不
明
の
四
首
が
平
成
二
十
七
年
版

に
は
見
ら
れ
な
い
歌
で
あ
る
。
内
容
の
傾
向
は
、
四
季
の
歌
と
い
う
よ
り
も
、

離
別
や
家
族
へ
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る
和
歌
が
多
い
。
脚
注
や
解
説
に
作
品
や

作
者
情
報
が
つ
い
て
お
り
、
赤
人
の
反
歌
と
長
歌
と
の
関
連
を
考
え
さ
せ
る
活

動
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
七
年
版
で
も
、
長
歌
と
反
歌
を
セ
ッ
ト
で
載
せ
て
い
る
出
版
社
は

あ
る
が
、
目
標
に
明
確
に
長
歌
と
反
歌
を
比
較
す
る
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
学
校
図
書
の
国
語
編
三
年
下
巻
（
（1
（

『
万
葉
百
首
選
』
の
単
元
目
標
「
六　

万

葉
集
の
現
代
に
お
け
る
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
同
様
に
、『
万
葉
集
』
を

重
視
す
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
お
り
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
新
古
今
和

歌
集
』
よ
り
も
『
万
葉
集
』
を
尊
重
す
る
編
集
の
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

光
村
図
書

　

光
村
図
書
で
は
、
三
年
上
巻
（
（1
（

の
み
古
典
教
材
が
見
ら
れ
た
。
内
容
は
、『
万

葉
集
』
か
ら
長
歌
含
め
て
十
二
首
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
出
版
社
と
の

違
い
は
、
取
り
上
げ
る
長
歌
が
多
い
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、
本
文
か
ら
引
用
す

る
。

　
　

柿
本
人
麻
麿　

�

や
す
み
し
し　

吾
大
王
の　

聞
し
食
す　

天
の
下
に　

国

は
し
も　

さ
は
に
あ
れ
ど
も　

山
川
の　

清
き
河
内
と　

御
心
を　

吉
野
の
国
の　

花
散
ら
ふ　

秋
津
の
野
辺
に　

宮
柱　

太
敷
き
ま
せ
ば　

百
磯
城
の　

大
宮
人
は　

船
竝

め
て　

朝
川
渡
り　

舟
競
ひ　

夕
川
渡
る　

こ
の
川
の
絶

ゆ
る
こ
と
な
く　

こ
の
山
の　

い
や
高
知
ら
す　

水
激
る　

滝
の
宮
処
は　

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も�

（
巻
一
・
三
六
（

　
　
　
　
　
　
　
　
（
反
歌
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
河
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
復

還
り
見
む�

（
巻
一
・
三
七
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月

傾
き
ぬ�

（
巻
一
・
四
八
（

　
　

山
部
赤
人　
　

�

天
地
の　

分
か
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て　

高
く
貴
き　

駿

河
な
る　

布
士
の
高
嶺
を　

天
の
原　

ふ
り
放
け
見
れ
ば　

渡
る
日
の　

影
も
隠
ろ
ひ　

照
る
月
の　

光
も
見
え
ず　

白
雲
も　

い
行
き
憚
り　

時
じ
く
ぞ　

雪
は
降
り
け
る　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
ぎ
行
か
む　

不
尽
の
高
嶺
は
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�

（
巻
三
・
三
一
七
（

　
　
　
　
　
　
　
　
（
反
歌
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

田
児
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺

に
雪
は
零
り
け
る�

（
巻
三
・
三
一
八
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
幾
許
も
騒
ぐ
鳥
の
声
か

も�

（
巻
六
・
九
二
四
（

　
　

山
上
憶
良　
　

�

瓜
食
め
ば　

子
供
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
ば
ゆ　

何
処
よ
り
来
た
り
し
も
の
ぞ　

目
交
に　

も
と
な
懸
り
て　

安
眠
し
寝
さ
ぬ�

（
巻
五
・
八
〇
二
（

　
　
　
　
　
　
　
　
（
反
歌
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

銀
も
黄
金
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
及
か
め
や

も�

（
巻
五
・
八
〇
三
（

　
　

大
伴
家
持　
　

�

夏
山
の
木
末
の
繁
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
響
む
な
る
声
の
は

る
け
さ�
（
巻
八
・
一
四
九
四
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

春
の
日
に
張
れ
る
柳
を
取
り
持
ち
て
見
れ
ば
京
の
大
路
お

も
ほ
ゆ�

（
巻
一
九
・
四
一
四
二
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
羽
触
に
も
散
り
に
け
り
盛
過
ぐ
ら
し
藤

浪
の
花�

（
巻
一
九
・
四
一
九
三
（

　
　

高
橋
虫
麻
呂　

�

春
の
日
の　

霞
め
る
時
に　

墨
吉
の　

岸
に
出
で
居
て　

釣
船
の
と
を
ら
ふ
見
れ
ば　

古
の
事
ぞ　

お
も
ほ
ゆ
る　

水
の
江
の　

浦
島
の
児
が　

堅
魚
釣
り　

鯛
釣
り
矜
り　

七
日
ま
で　

家
に
も
来
ず
て　

海
界
を　

過
ぎ
て
榜
ぎ
行

く
に　

わ
た
つ
み
の　

神
の
を
と
め
に　

た
ま
さ
か
に　

い
こ
ぎ
む
か
ひ　

相
と
ぶ
ら
ひ　

言
成
り
し
か
ば　

か
き

結
び　

常
よ
に
至
り　

わ
た
つ
み
の　

神
の
宮
の　

内
の

へ
の　

た
へ
な
る
殿
に　

携
は
り　

二
人
入
り
居
て　

老

い
も
せ
ず　

死
に
も
せ
ず
し
て　

永
き
世
に　

有
り
け
る

も
の
を　

世
の
な
か
の　

愚
人
の　

吾
妹
児
に　

告
り
て

語
ら
く　

し
ま
し
く
は　

家
に
帰
り
て　

父
母
に　

事
も

告
ら
ひ　

明
日
の
如　

吾
は
来
な
む
と
言
ひ
け
れ
ば　

妹

が
い
へ
ら
く　

常
世
べ
に　

復
か
へ
り
来
て　

今
の
如　

あ
は
む
と
な
ら
ば　

此
篋　

開
く
な
ゆ
め
と　

そ
こ
ら
く

に　

堅
め
し
事
を　

墨
吉
に　

還
り
来
り
て　

家
見
れ
ど　

い
へ
も
見
か
ね
て　

里
見
れ
ど　

里
も
見
か
ね
て　

恠
み

と　

そ
こ
に
お
も
は
く　

家
ゆ
出
で　

三
歳
の
ほ
ど
に　

墻
も
無
く　

家
う
せ
め
や
と　

此
筥
を　

開
き
て
見
て
ば　

も
と
の
如　

家
は
有
ら
む
と　

玉
篋　

す
こ
し
披
く
に　

白
雲
の　

箱
よ
り
出
で
て　

常
世
べ
に　

棚
引
き
ぬ
れ
ば　

立
ち
走
り　

叫
び
袖
振
り　

こ
い
ま
ろ
び　

足
ず
り
し
つ

つ　

た
ち
ま
ち
に　

こ
こ
ろ
消
失
せ
ぬ　

若
か
り
し　

は

だ
も
皺
み
ぬ　

黒
か
り
し　

髪
も
白
け
ぬ　

ゆ
な
ゆ
な
は　

い
き
さ
へ
絶
え
て　

後
遂
に　

寿
死
に
け
る　

水
の
江
の　

浦
島
の
子
が　

家
ど
こ
ろ
見
ゆ�

（
巻
九
・
一
七
四
〇
（

　
　
　
　
　
　
　
　
（
反
歌
（

　
　
　
　
　
　
　
　

�

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
刀
な
が
心
か
ら
お
ぞ
や
こ

の
君�

（
巻
九
・
一
七
四
五
（

　　

内
容
を
見
る
と
、
窪
田
空
穂
、
佐
佐
木
信
綱
、
尾
山
篤
二
郎
、
谷
馨
、
都
築
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省
吾
に
よ
る
解
説
文
が
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
批
評
文
の
よ

う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
た
め
中
学
生
に
と
っ
て
は
少
し
難
解
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
山
部
赤
人
の
長
歌
「
天
地
の
…
」
で
は
、

　
　

�

手
法
は
簡
素
で
、
淡
雅
で
あ
る
が
、
富
士
の
崇
高
雄
大
は
よ
く
描
か
れ
て

お
る
。（
中
略
（
富
士
の
山
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
言
わ
ず
、
日
・
月
・

雲
・
雪
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
山
の
情
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
構
想

は
非
凡
で
あ
る
。
平
明
の
な
か
に
高
い
に
お
い
の
あ
る
赤
人
の
歌
風
を
代

表
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
上
代
人
の
富
士
山
に
対
す
る
崇
敬
・
讃
歎

の
声
を
な
が
く
後
の
世
に
つ
た
え
る
作
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
山
部
赤
人
の
歌
風
や
、
当
時
の
富
士
山
に
対
す
る
考
え
方
を
述

べ
て
い
た
り
、
大
伴
家
持
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
…
」
で
は
、

　
　

�

上
三
句
の
細
か
い
自
然
観
照
の
態
度
は
万
葉
中
期
以
前
に
は
全
く
見
ら
れ

な
い
も
の
で
、
こ
う
し
た
繊
細
優
美
な
感
味
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
万
葉
集

の
特
色
と
は
縁
遠
い
。
奈
良
朝
盛
期
の
万
葉
爛
熟
期
の
歌
群
と
目
さ
れ
る

巻
十
の
歌
柄
と
傾
向
を
同
じ
ゅ
う
し
、
さ
ら
に
古
今
集
読
み
人
し
ら
ず
の

作
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

の
よ
う
に
万
葉
集
と
古
今
和
歌
集
を
比
較
す
る
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。
単

元
目
標
に
は
、

　
　

（　

�

原
文
と
評
釈
と
を
読
み
比
べ
な
が
ら
、
ど
ん
な
あ
り
さ
ま
や
、
心
持

を
歌
っ
た
も
の
か
、
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
。

　
　

（　

長
歌
・
反
歌
・
短
歌
の
関
係
や
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

（　

�

釈
訳
に
よ
っ
て
、
和
歌
を
鑑
賞
す
る
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
を
学
び
と
ろ

う
。

　
　

（　

こ
こ
に
掲
げ
た
作
者
の
特
徴
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　
　

（　

�

こ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
て
「
万
葉
集
」
と
は
ど
ん
な
本
か
、
調
べ

て
み
よ
う
。

　
　

（　

万
葉
集
の
価
値
や
そ
の
調
べ
方
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
話
し
合
お
う
。

と
い
う
六
つ
だ
っ
た
。
光
村
図
書
は
他
の
出
版
社
に
比
べ
る
と
長
歌
を
多
く
取

り
上
げ
て
お
り
、
（
に
挙
げ
ら
れ
る
長
歌
・
反
歌
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
た

活
動
目
標
は
、
平
成
二
十
七
年
版
に
は
な
い
視
点
で
あ
り
、
と
て
も
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
。

　

長
歌
と
反
歌
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
き
た
の
か
は
、
そ
の
間
の
時
代
も

検
証
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
が
、
山
部
赤
人
の
反
歌
「
田
子
の
浦
ゆ
…
」
の

解
説
文
に
、

　
　

�

す
べ
て
反
歌
の
場
合
は
、
長
歌
と
む
す
び
つ
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
、
前
の
長
歌
が
、
い
ず
こ
か
ら
な
が
め
た
と
も
、
い
ず
こ
で
詠
ん

だ
と
も
知
り
が
た
い
の
を
、
こ
の
反
歌
に
よ
っ
て
備
わ
っ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
反
歌
の
み
取
り
上
げ
る
の
は
、
和
歌
の
理
解
を
す
る
た
め
に

は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



39

「
国
文
学
試
論
」
第
31
号
　
令
和
4
年
3
月

　

ま
た
、
先
ほ
ど
の
教
育
出
版
の
三
年
下
巻
の
内
容
と
同
じ
よ
う
に
、『
万
葉

集
』
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
の
価
値
や
特
徴
を
調
べ
る
と
い
う
活
動
が
想

定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
文
学
史
的
観
点
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

光
村
図
書
の
言
語
編
（
11
（

で
は
、「
古
典
の
味
わ
い
方
」
と
い
う
単
元
が
設
定
さ

れ
て
い
た
。

　

ま
ず
、
今
ま
で
読
ん
だ
古
典
に
つ
い
て
挙
げ
、「
古
典
と
は
何
か
」
を
み
ん

な
で
話
し
合
う
と
い
う
活
動
を
行
い
、
次
に
、「
ど
ん
な
古
典
を
読
ん
だ
ら
よ

い
か
」、「
わ
か
り
に
く
い
文
章
で
あ
っ
た
と
き
、
ど
う
し
た
よ
い
か
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
「
古
典
の
読
み
方
」
に
つ
い
て
話
し
合
う
活
動
を
行
う
。

　

読
み
方
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
行
っ
た
後
は
、「
日
本
の
古
典
」
と
し
て

『
万
葉
集
』『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』『
徒
然
草
』『
奥
の
細
道
』
の
五
つ
を

「
味
わ
っ
て
お
き
た
い
古
典
」
と
し
て
紹
介
し
、

　
　

⑴�

万
葉
集
の
な
か
か
ら
、
め
い
〳
〵
が
好
き
な
一
首
を
選
ん
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。

　
　

⑵�

源
氏
物
語
の
叙
景
の
一
節
を
ぬ
き
出
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
お

う
。

　
　

⑶
平
家
物
語
の
中
で
、
お
も
し
ろ
い
段
を
読
み
、
こ
れ
を
聞
こ
う
。

　
　
　

イ
そ
れ
に
つ
い
て
、
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。

　
　

⑷
つ
れ
づ
れ
草
の
ど
こ
か
一
、
二
段
を
読
み
、
こ
れ
を
聞
こ
う
。

　
　
　

イ
そ
れ
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。

　
　

⑸
奥
の
細
道
の
一
節
を
読
み
、
こ
れ
を
聞
こ
う
。

　
　
　

イ
そ
れ
に
つ
い
て
、
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。

と
い
う
活
動
を
手
分
け
し
て
行
う
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
作
品
の
成
立
順

に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
⑴
に
関
し
て
は
、
教
科
書
に
引
用
は
な
い
た
め
、『
万

葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
膨
大
な
和
歌
の
中
か
ら
自
分
が
好
き
な
和
歌
を
選
ぶ
こ

と
に
な
る
。
あ
る
程
度
絞
っ
て
提
示
す
る
こ
と
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
生

徒
は
『
万
葉
集
』
に
は
ど
の
く
ら
い
和
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
実
際

に
自
分
で
確
か
め
選
ぶ
と
い
う
活
動
も
で
き
る
点
が
、
他
の
古
典
和
歌
や
『
万

葉
集
』
を
取
り
上
げ
た
単
元
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

四
、�

ま
と
め
―
昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年
と
平
成
二
十
七
年
の

教
科
書
を
比
較
し
て
―

　

以
上
昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年
の
間
に
発
行
さ
れ
た
中
学
一
年
か
ら
中
学
三

年
生
ま
で
の
教
材
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
二
年
生
に
、
俳
句
や
近
代
短
歌
、
三

年
生
に
古
典
和
歌
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
が
、
内
容
や
目
標
設
定
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
た
。

　

昭
和
二
十
四
～
二
十
八
年
の
教
科
書
で
は
、
単
元
を
通
し
て
作
品
の
時
代
背

景
や
作
者
に
関
す
る
情
報
を
集
め
た
り
、
俳
句
や
短
歌
、
和
歌
そ
の
も
の
を
深

く
知
る
教
材
や
単
元
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
た
。
ま
た
、
日
本
文
学
史
に
つ
い

て
ま
と
め
る
と
い
っ
た
、
文
学
史
的
観
点
に
基
づ
い
た
単
元
設
定
に
よ
っ
て
、

作
品
理
解
と
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
単
元
目
標
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
い
わ
ゆ
る
「
三
大
集
」
の

扱
い
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
四
年
～
二
十
八
年
で
は
多
く
の
出
版
社
で
『
万
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葉
集
』
に
比
重
を
置
い
た
単
元
設
定
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
万
葉

集
』
に
関
し
て
は
、
五
社
中
四
社
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
、『
古
今
和

歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
は
学
校
図
書
国
語
編
の
三
年
上
巻
で
の
み
で
あ
る
。

単
元
目
標
を
見
て
も
、『
万
葉
集
』
に
関
す
る
調
べ
学
習
を
通
し
て
、『
万
葉

集
』
で
採
ら
れ
て
い
る
和
歌
の
特
徴
を
学
ば
せ
よ
う
と
い
う
視
点
が
多
く
、

『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
い
た
学

校
図
書
も
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
対
立

を
明
確
に
し
た
単
元
設
定
を
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
俳
句
の
単
元
を
見
て
も
、
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
に
規
則
や
成
立
を
説

明
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
長
文
の
解
説
や
評
論
文
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
平
成
二
十
七
年
版
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
密
度
の
濃
い
内
容
で
あ

る
。
平
成
二
十
七
年
版
で
は
解
説
文
や
評
論
文
で
は
な
く
、
決
ま
り
や
規
則
な

ど
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
文
章
と
「
作
品
の
音
読
・
鑑
賞
」
が
メ
イ
ン
で
あ
る
。

　

和
歌
、
短
歌
も
同
様
に
し
て
「
短
歌
の
作
り
方
」
な
ど
の
創
作
す
る
側
の
視

点
を
持
っ
た
単
元
が
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
解
説
文
や

評
論
文
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
は
難
解
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
生

徒
が
文
章
を
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
を
促
す
よ
う
な
丁
寧
な
作
り
が
さ
れ
て
い

る
。
平
成
二
十
七
年
版
の
教
科
書
で
は
、
採
用
作
品
の
精
選
な
ど
で
批
評
文
を

読
ま
せ
る
単
元
自
体
が
数
を
減
ら
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
丁
寧
な
作
り
が
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
も
の
の
、
長
文
を
理
解

し
、
必
要
な
情
報
を
読
み
と
る
力
が
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
逆
に
短
歌
や
俳

句
を
難
し
く
感
じ
て
し
ま
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
現
行
の

わ
か
り
や
す
く
簡
潔
な
説
明
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
学
力
の
底
上
げ
に

つ
な
が
る
工
夫
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
研
究
を
通
し
て
、
平
成
二
十
七
年
版
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

か
っ
た
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
扱
い
方
の
違
い
や
、

単
元
目
標
の
変
化
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

一
方
で
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
新

古
今
和
歌
集
』
が
現
代
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
扱
い
方
が
変
化
し
て
い
っ
た

の
か
、
俳
句
や
短
歌
の
作
り
方
を
丁
寧
に
記
し
た
単
元
の
減
少
理
由
な
ど
に
つ

い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
古
典
和
歌
教
育
ひ
い
て
は
古
典
全
体

の
位
置
づ
け
を
捉
え
直
す
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

【
注
】

（
（
（�『
国
文
学
試
論
』
第
二
十
九
号
（
大
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学

研
究
室
／
二
〇
二
〇
年
三
月
（

（
（
（�『
国
文
学
試
論
』
第
三
十
号
（
大
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
研

究
室
／
二
〇
二
一
年
三
月
（

（
（
（�歌
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
は
旧
国

歌
大
観
番
号
と
し
た
。

（
（
（�『
中
等
言
語　

一
』（
学
校
図
書
／
一
九
五
一
年
発
行
／
一
九
五
〇
年
検
定

済
（

（
（
（�『
新
し
い
国
語　

中
学
二
年
上
』（
東
京
書
籍
／
一
九
五
一
年
六
月
発
行
／

一
九
四
九
年
十
月
検
定
済
（

（
（
（�『
中
学
国
語　

二
下
』（
学
校
図
書
／
一
九
五
三
年
発
行
／
一
九
五
二
年
検
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定
済
（

（
（
（�『
中
等
文
学　

二
上
』（
学
校
図
書
／
一
九
五
一
年
発
行
／
一
九
五
〇
年
検

定
済
（

（
（
（�『
中
等
国
語　

二
上
』（
三
省
堂
／
一
九
五
〇
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