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考
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―
「
添
削
」
指
導
の
現
在
、

与
謝
野
晶
子
「
歌
の
添
削
」（
昭
和
六
年
五
月
）
他
―
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は
じ
め
に　

―
詩
歌
の
「
添
削
」
指
導
に
つ
い
て

巷
間
、「
添
削
」
指
導
が
テ
レ
ビ
で
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
を
き
っ
か
け
と
し

て
知
名
度
を
得
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）。
稿
者
は
所
謂
専
門
歌

人
で
は
な
い
が
、
地
域
の
短
歌
結
社
（
注
２
）
に
二
〇
余
年
所
属
し
、
自
分
自

身
も
「
添
削
」
に
よ
る
生
徒
・
学
生
の
創
作
短
歌
の
指
導
を
、
国
語
教
育
・
表

現
教
育
の
一
環
と
し
て
高
等
学
校
・
大
学
の
生
徒
・
学
生
を
対
象
に
実
践
し
て

き
た
。

小
林
幸
夫
「
展
望　

短
歌
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第

一
〇
〇
集
、
日
本
近
代
文
学
会
、
二
〇
一
九
年
五
月
）
に
お
い
て
、「
研
究
者

の
多
く
は
歌
壇
に
関
わ
っ
て
い
る
」、「
短
歌
研
究
を
す
る
こ
と
と
、
短
歌
の
創

作
を
す
る
こ
と
は
連
動
し
て
い
る
率
が
高
い
」（
同
、
九
七
頁
）
と
い
う
現
状

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
今
後
、
狭
義
の
短
歌
研
究
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、

短
歌
の
創
作
は
し
な
い
で
狭
義
の
短
歌
研
究
を
す
る
人
が
数
多
く
出
現
す
る
こ

と
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
」（
同
頁
）
と
い
う
提
言
が
さ
れ
て
い
る
。
が
、「
創

作
は
し
な
い
で
狭
義
の
研
究
を
す
る
」
と
い
う
散
文
を
対
象
と
し
た
研
究
の
常

態
に
、
短
歌
研
究
の
側
が
倣
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
何
か
、
疑
問
に
思

う
。
一
方
で
、
短
歌
結
社
に
所
属
し
て
い
る
者
に
は
自
明
の
「
慣
例
」
が
一
般

に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、「
狭
義
の
短
歌
研
究
を
す
る
」
こ
と
を
難
し
く

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
「
添
削
」
は
、「
結
社
」
に
お
い
て
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
指
導
方
法
の

一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
夏
井
氏
は
、著
書
の
「
あ
と
が
き
」（
注
３
）
に
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
引
用
傍
線
部
稿
者
、
以
下
同
断
）。

句
会
で
も
添
削
指
導
は
す
る
し
、
投
句
の
一
字
を
添
削
し
て
俳
誌
に
掲
載

短
歌
「
添
削
」
指
導
考
（
一
）

―
「
添
削
」
指
導
の
現
在
、
与
謝
野
晶
子
「
歌
の
添
削
」（
昭
和
六
年
五
月
）
他
―

加

藤

美
奈
子
（
生
活
実
践
科
学
科
）
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「
ち
ょ
っ
と
し
た
添
削
」
と
あ
る
が
、実
際
に
は
番
組
で
の
夏
井
氏
の
「
添
削
」

は
、「
超
辛
口
」「
人
気
芸
能
人
62
人
を
一
刀
両
断
！
」（
同
書
帯
）
と
喧
伝
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
結
社
指
導
者
等
に
よ
る
添
削
と
し
て
は
特
段
「
辛
口
」
な

ど
で
は
な
く
一
般
的
な
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
も
の
の
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
番

組
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
は
、巧
み
に
演
出
さ
れ
、「
添
削
」
は
「
劇
的
添
削
」

等
と
称
揚
、「
添
削
な
し
」を
秀
句
と
す
る
場
面
が
繰
り
返
し
放
送
さ
れ
て
い
る
。

短
歌
に
お
け
る
「
添
削
」
指
導
は
ど
う
か
。「
添
削
」
の
定
義
を
求
め
、
近

年
の
作
歌
入
門
書
類
を
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
一
文
の
あ
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。

歌
誌
に
は
添
削
の
う
え
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
既
定
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る（
略
）「
わ
た
し
が
皆
さ
ん
の
歌
に
少
々
加
筆
す
る
の
は
、

け
っ
し
て
添
削
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
探
究
の
報
告
を
暗
示
し
よ
う
と
思
っ

て
い
る
だ
け
で
す
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
旨
で
あ
る
。

（
田
島
邦
彦
「
添
削
・
推
敲
・
選
歌
」（『
こ
れ
で
よ
く
わ
か
る
短
歌
鑑
賞
・

批
評
用
語
』（
本
阿
弥
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
二
九
〇
－
二
九
一
頁
）。

歌
へ
の
「
少
々
」
の
「
加
筆
」
で
あ
っ
て
「
け
っ
し
て
添
削
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
体
を
取
る
の
は
、「
添
削
」
を
め
ぐ
っ
て
は
以
下
の
よ
う
な
主
張
も
あ

る
か
ら
だ
ろ
う
。

添
削
者
が
先
ず
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

一
、

作
者
が
な
に
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
理
解
し
、
そ
の
部
分

を
正
し
く
つ
か
ん
で
変
化
さ
せ
な
い
こ
と
。

二
、
作
者
が
独
自
に
発
見
し
た
表
現
は
最
大
限
に
尊
重
し
、
た
と
え
稚
拙

す
る
こ
と
も
あ
る
。

結
社
に
所
属
し
た
経
験
が
な
け
れ
ば
、「
添
削
」
さ
れ
た
形
で
掲
載
さ
れ
る
こ

の
「
慣
例
」
に
違
和
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
投
稿
は
、「
一
字
」

に
と
ど
ま
ら
ず
「
撰
者
」
に
よ
り
相
当
の
「
添
削
」
を
受
け
て
掲
載
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
は
、
結
社
機
関
誌
に
お
い
て
は
勿
論
、
新
聞
歌
壇
な
ど
で
も
「
慣

例
」
と
な
っ
て
い
る
が
、一
般
読
者
に
ま
で
周
知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
、
歌
稿
に
「
合
点
」
を
付
し
、「
選
歌
」
す
る
行
為
も
、
撰
者
の
短
歌
観
、

結
社
・
歌
壇
の
方
向
性
を
示
す
「
指
導
」
の
一
環
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題

は
稿
を
改
め
る
（
注
４
）。

本
稿
は
、
続
稿
と
と
も
に
近
代
歌
人
、
特
に
与
謝
野
晶
子
の
「
添
削
」
へ
の

意
識
・
添
削
の
実
例
を
確
認
し
、
こ
れ
ま
で
「
結
社
」
や
「
歌
人
」
が
自
明
の

も
の
と
し
て
き
た
「
添
削
」
指
導
の
あ
り
方
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
。

一　

現
在
の
「
添
削
」
指
導
―
「
宗
匠
制
」
忌
避
と
「
結
社
」

前
述
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
俳
句
へ
の
「
添
削
」
を
担
当
す
る
夏
井
い
つ
き

氏
は
、
著
書
の
序
章
（
前
掲
、
七
頁
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

季
語
が
ど
う
だ
と
か
、字
余
り
が
ど
う
だ
と
か
そ
ん
な
こ
と
は
さ
て
置
き
、

ま
ず
は
芸
能
人
の
皆
さ
ん
の
俳
句
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
添
削
に
よ
っ
て
全

く
違
っ
た
俳
句
に
変
容
す
る
「
言
葉
の
化
学
変
化
」
を
楽
し
ん
で
下
さ
い
。
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ら
れ
、
よ
う
や
く
何
と
か
歌
と
し
て
の
体
を
な
し
た
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

こ
の
「
添
削
」
は
、
先
の
「
添
削
者
の
心
掛
け
」
か
ら
は
逸
脱
し
、
元
の
趣
向

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
添
削
の
巧
み
さ
、
指
導
意
図
に
ま
で

「
理
解
」
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。「
先
生
の
添
削
」
が
詠

み
手
の
伝
え
た
い
「
意
図
」
と
異
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
多
く
、
短
歌
と
し
て

は
明
確
に
「
よ
く
な
っ
て
い
る
」
場
合
で
も
、
詠
み
手
に
よ
っ
て
は
肯
い
難
く

抗
弁
す
る
、
と
い
っ
た
場
面
も
「
歌
会
」
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ

る
光
景
で
あ
る
。

添
削
を
施
す
側
の
思
い
と
し
て
、
夏
井
氏
も
前
掲
の
著
書
に
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

作
者
は
一
体
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
。
提
示
さ
れ
た
字
面
と
作
者
が

表
現
し
た
か
っ
た
内
容
が
、
ど
の
方
向
に
ど
れ
ぐ
ら
い
食
い
違
っ
て
い
る

の
か
を
分
析
す
る
作
業
は
、
な
か
な
か
ス
リ
リ
ン
グ
だ
。

時
に
添
削
に
思
い
あ
ぐ
ね
る
と
、
作
者
の
意
図
と
は
全
く
違
う
句
に
作

り
上
げ
る
「
添
削
パ
ズ
ル
」
で
、
我
が
脳
細
胞
を
遊
ば
せ
る
。（
略
）
す

で
に
作
者
の
句
で
は
な
い
が
、
原
句
と
の
落
差
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ

ど
、
ふ
ふ
ふ
～
と
満
足
度
が
高
く
な
る
。

「
あ
と
が
き

―
「
添
削
パ
ズ
ル
」
な
日
々
」（
前
掲
同
書
、一
五
四
頁
）

実
際
、
詠
み
手
の
「
意
図
」
と
「
表
現
」
が
乖
離
す
る
場
合
の
指
導
は
困
難
を

極
め
る
。「
意
図
」
が
短
歌
で
詠
む
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
場
合

―
多
く

の
学
生
は
、「
創
作
短
歌
」
を
課
さ
れ
た
場
合
、「
学
生
ら
し
い
素
直
な
気
持
ち
」

の
表
出
と
し
て
、「
レ
ポ
ー
ト
で
き
な
い
」「
授
業
中
だ
る
く
て
眠
い
」
等
の
類

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
か
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
、
全
体
的
に
意
味
が
分
か
れ
ば
、
大
き
く
作
り
直
さ
な
い
こ
と
。

四
、
添
削
者
独
自
の
表
現
な
ど
を
挿
入
し
な
い
こ
と
。

五
、
実
作
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
添
削
に
心
掛
け
る
こ
と
。

な
ど
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
胆
に
銘
ず
る
べ
き
で
す
。

（
鈴
木
諄
三
『
短
歌
上
達
の
手
引
き
』（
本
阿
弥
書
店
、
平
成
一
九
年
）

八
－
九
頁
）

「
添
削
者
」
は
現
在
、
か
く
も
細
心
の
注
意
を
払
い
「
添
削
」
指
導
を
施
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
初
心
者
へ
の
添
削
指
導
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
を
す
べ
て
遵
守
す
る
こ
と
は
経
験
上
、不
可
能
に
近
い
。「
二
」
に
あ
る
「
作

者
が
独
自
に
発
見
し
た
表
現
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
部
分
こ
そ
が
、
類
型
化
さ

れ
た
、
或
い
は
奇
矯
な
言
い
回
し
で
あ
る
こ
と
は
多
く
、
そ
の
部
分
を
「
添
削
」

し
た
場
合
、「
五
」
に
あ
る
「
実
作
者
の
理
解
」
は
、
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
ま

ま
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

拙
作
の
例
で
恐
縮
だ
が
、
稿
者
が
大
学
院
生
の
頃
に
結
社
の
歌
会
に
提
出
し

た
詠
草
に
、
小
見
山
輝
か
ら
以
下
の
よ
う
な
添
削
を
受
け
た
。

〔
拙
詠
〕
木
魂
な
ど
怪
し
か
ら
ぬ
も
の
跳
梁
す
枝
ぶ
り
わ
ろ
き
我
が
庭
の
松

〔
添
削
〕

木
魂
な
ど
怪
し
か
ら
ぬ
も
の
も
住
ま
わ
せ
て
枝
ぶ
り
も
よ
し
我
が

庭
の
松

『
源
氏
物
語
』
の
「
末
摘
花
」
に
ど
こ
か
鬱
屈
し
た
自
分
を
重
ね
よ
う
と
す
る

趣
向
で
あ
っ
た
が
、「
跳
梁
す
」
な
ど
も
『
源
氏
』
本
文
か
ら
の
引
用
で
幼
く
、

五
句
も
類
型
的
、
い
か
に
も
拙
い
。
添
削
に
よ
り
開
放
感
と
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
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私
自
身
の
所
属
し
た
短
歌
結
社
で
の
「
添
削
」
指
導
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（『
龍
短
歌
会　

会
員
名
簿
（
附　

会
員
の
し
お
り
）』

第
八
八
巻
第
一
号
附
録
（
前
掲
、
二
〇
頁
）、「
添
削
の
受
け
か
た
」）。

・
添
削
を
受
け
る
た
め
に
は
、
添
削
券
が
必
要
で
す
。
添
削
券
は
投
稿
歌

十
首
も
し
く
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
枚
を
、
投
稿
原
稿
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

・
左
記
の
添
削
担
当
者
の
方
々
の
う
ち
、
添
削
を
受
け
た
い
と
思
う
人
の

所
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

偶
々
稿
者
の
所
属
し
た
短
歌
会
の
例
を
挙
げ
た
が
、
恐
ら
く
は
ご
く
一
般
的
な

会
規
で
あ
り
、「
結
社
」
に
お
い
て
は
、「
添
削
を
受
け
た
い
と
思
う
人
」
を
指

導
者
と
し
て
「
添
削
」
を
受
け
る
こ
と
が
、
多
く
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

「
添
削
」
に
は
、
右
の
「
添
削
券
」
の
よ
う
に
何
等
か
の
形
で
謝
礼
が
発
生

す
る
場
面
も
多
く
、
芸
事
の
「
宗
匠
制
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、「
個
」
の
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
続
け
た
「
近
代
」
以
降

の
詩
歌
・
文
芸
に
馴
染
み
難
い
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
先
に
引
用
し

た
「
皆
さ
ん
の
歌
に
少
々
加
筆
す
る
の
は
、け
っ
し
て
添
削
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
言
説
に
は
、
そ
の
辺
り
に
も
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

近
代
に
お
い
て
「
革
新
」
さ
れ
た
は
ず
の
短
歌
を
と
り
ま
く
現
状
は
、
結
社

の
詠
風
如
何
に
よ
ら
ず
無
自
覚
裡
に
師
弟
関
係
・
世
襲
が
蔓
延
し
因
習
化
さ
れ

易
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
む
。
明
治
期
に
お
い
て
鉄
幹
が
「
新
詩
社
清
規
」
で

「
師
弟
の
関
係
な
し
」（
後
述
）
と
宣
言
し
た
の
も
、
短
歌
結
社
が
旧
来
の
宗
匠

制
度
と
の
親
和
性
が
高
い
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

型
化
し
た
「
意
図
」
を
類
型
化
さ
れ
た
「
表
現
」
で
詠
む
。
土
屋
文
明
が
「
初

心
者
の
歌
稿
は
、
ま
だ
個
性
な
ど
と
い
ふ
特
色
も
表
は
れ
て
居
な
い
で
千
篇
一

律
の
如
く
見
え
る
の
で
あ
る
」（
注
５
）
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る

―
も
同

様
で
あ
る
。
先
の
引
用
の
よ
う
に「
実
作
者
の
理
解
」を
優
先
し
、「
稚
拙
で
あ
っ

て
も
、そ
れ
を
生
か
す
」
こ
と
が
詠
み
手
の
研
鑽
に
繋
が
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、

他
者
を
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
「
傷
つ
け
る
」
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
現
代
社
会
の
実
情
に
即
応
し
た
「
配
慮
」
が
結
社
の
「
指
導
者
」
に
お
い
て

も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
学
校
教
育
に
お
け
る
表
現
教
育
の
場

で
は
、
生
徒
・
学
生
の
「
意
図
」
を
優
先
す
る
「
教
育
的
配
慮
」
は
、
そ
れ
以

上
に
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
教
室
の
生
徒
・
学
生
に
と
り
、

担
当
教
員
は
自
身
の
意
志
で
選
ん
だ
詩
歌
の
指
導
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

夏
井
氏
の
例
の
よ
う
に
「
作
者
の
意
図
と
は
全
く
違
う
句
」
に
改
作
す
る
こ

と
な
ど
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
と
い
う
枠
に
あ
る
か
ら
こ

そ
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
芸
能
人
」
と
い
う
「
テ
レ
ビ
的
な
演
出
」

を
心
得
た
人
々
に
施
す
「
添
削
」
が
「
超
辛
口
」
で
あ
る
こ
と
の
非
日
常
性
が
、

番
組
の
視
聴
者
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

一
方
で
、
先
の
引
用
に
あ
っ
た
「
す
で
に
作
者
の
句
で
は
な
い
」
と
い
う
よ

う
な
、
か
け
離
れ
た
「
意
図
」
を
も
つ
「
添
削
」
は
、
そ
れ
で
は
「
添
削
者
」

の
句
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。「
著
作
権
」
の
扱
い

が
厳
密
化
さ
れ
て
い
る
昨
今
に
お
い
て
、
添
削
の
「
濃
淡
」
に
よ
り
ど
こ
ま
で

が
「
作
者
の
」
作
品
で
あ
る
と
判
断
し
得
る
の
か
、
常
日
頃
よ
り
疑
問
を
感
じ

な
が
ら
留
保
し
て
い
る
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
明
文
化
さ
れ
た
例
を
見
な
い
。
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院
隠
れ
お
は
し
ま
し
に
き
。
こ
の
歌
の
さ
と
し
と
ぞ
沙
汰
せ
ら
れ
侍
ら
ま

し
。

「
高
松
の
女
院
」
の
御
前
で
の
「
晴
れ
の
歌
」
に
、「
崩
ず
」
と
同
じ
文
字
の
「
崩

る
」
と
い
う
表
現
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た
失
態
を
、「
勝
命
入
道
」
の
教
え
に
よ

り
危
う
く
回
避
出
来
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
添
削
」
は
す

な
わ
ち
、
和
歌
の
場
に
応
じ
た
正
し
い
作
法
に
よ
り
「
誤
り
」
を
正
す
も
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
作
法
に
則
っ
た
是
非
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、『
無
名
抄
』
に
は
、

表
現
の
優
劣
に
関
し
て
も
、俊
恵
ら
の
先
賢
の
意
見
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

長
明
の
歌
の
師
で
あ
る
俊
恵
の
言
葉
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
疑
い
を
入
れ
ぬ

和
歌
の
あ
る
べ
き
「
正
し
い
」
あ
り
方
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

先
に
、「
宗
匠
制
」
へ
の
忌
避
の
姿
勢
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、「
新
詩

社
清
規
」
の
「
師
弟
の
関
係
な
し
」
を
引
用
し
た
が
、
与
謝
野
鉄
幹
は
、「
新

詩
社
」同
人
と「
師
弟
」で
は
な
い
如
何
な
る
関
係
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
か
。『
明

星
』
第
一
号
（
明
治
三
三
年
四
月
、
注
６
）
巻
末
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

主
筆　

与
謝
野
鉄
幹

一

『
明
星
』
は
東
京
新
詩
社
の
機
関
に
し
て
、（
中
略
）
社
友
の
作
物
と
、

文
壇
（
特
に
和
歌
壇
新
体
詩
壇
に
重
き
を
置
く
）
の
報
道
を
載
す
。

一

『
明
星
』
は
与
謝
野
鉄
幹
主
と
し
て
編
集
に
従
事
す
。

「
主
筆
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
文
芸
の
「
師
匠
」
で
は
な
く
、「
編
集
に
従
事
」

す
る
雑
誌
編
集
者
の
筆
頭
で
あ
る
と
い
う
自
身
の
立
場
を
示
そ
う
と
す
る
意
図

が
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
明
星
』
第
四
号
（
明
治
三
三
年
七
月
）
に
、

二　

与
謝
野
鉄
幹
「
新
詩
社
清
規
」
に
お
け
る
「
師
弟
関
係
」
の
否
定

古
典
和
歌
に
お
い
て
も
、
自
身
の
詠
草
の
「
添
削
」
を
乞
う
こ
と
は
一
般
的

で
あ
っ
た
。

兼
日
の
会
を
、
当
日
に
な
り
て
懐
紙
の
歌
を
も
て
あ
つ
か
ふ
こ
と
あ
る
ま

じ
き
事
な
り
。
そ
の
為
に
兼
日
に
題
を
出
だ
す
上
は
、
前
の
日
に
読
み
合

は
す
べ
き
人
に
添
削
を
も
こ
ひ
、
異
見
を
も
う
け
て
書
き
し
た
た
め
置
き

て
、
当
日
に
は
た
だ
懐
中
し
て
出
仕
す
べ
き
ば
か
り
に
す
べ
き
事
な
り
。

注　

無
名
抄
「
晴
の
歌
は
必
ず
人
に
見
せ
あ
は
す
べ
き
也
」

（
小
川
剛
生
訳
注
・
正
徹
『
正
徹
物
語
』（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
二
三

年
）
九
四
頁
）

引
用
部
の
注
「
晴
の
歌
は
か
な
ら
ず
人
に
見
せ
合
は
す
べ
き
な
り
。
わ
が
心
一

つ
に
て
は
誤
り
あ
る
べ
し
」（
久
保
田
淳
訳
注
・
鴨
長
明
『
無
名
抄
』（
角
川
学

芸
出
版
、
平
成
二
五
年
）
一
六
頁
）
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

予
、
そ
の
か
み
高
松
の
女
院
の
北
面
に
菊
合
と
い
ふ
こ
と
侍
り
し
時
、
恋

の
歌
に
、

人
し
れ
ぬ
涙
の
川
の
瀬
を
早
み
崩
れ
に
け
り
な
人
目
つ
つ
み
は

と
詠
め
り
し
を
、
い
ま
だ
晴
の
歌
な
ど
詠
み
慣
れ
ぬ
ほ
ど
に
て
、
勝
命
入

道
に
見
せ
合
は
せ
侍
り
し
か
ば
、「
こ
の
歌
、
大
き
な
る
難
あ
り
。
御
門
・

后
の
隠
れ
給
ふ
を
ば
、
崩
ず
と
い
ふ
。
そ
の
文
字
を
ば
、
崩
る
と
読
む
な

り
。
い
か
で
院
中
に
て
詠
ま
む
歌
に
こ
の
言
葉
を
ば
据
う
べ
き
」
と
申
し

侍
り
し
か
ば
、
あ
ら
ぬ
歌
を
出
だ
し
て
や
み
に
き
。
そ
の
後
ほ
ど
な
く
女
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加藤美奈子

作
品
へ
の
「
添
削
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
ず
、「
社
友
の
一
人
」
と
し
て
「
可

否
の
意
見
を
附
記
」
し
、「
之
を
用
ゐ
る
と
否
と
は
社
友
の
任
意
」
と
し
て
、「
社

友
の
交
情
あ
り
て
師
弟
の
関
係
な
し
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
さ
れ
る
。

『
明
星
』
が
廃
刊
と
な
り
、後
に
新
詩
社
機
関
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
『
冬
柏
』

第
一
号
（
昭
和
五
年
三
月
、
注
７
）
に
は
、「
新
詩
社
短
歌
会
規
定
」
と
し
て

以
下
の
文
言
が
掲
げ
ら
れ
た
。

一
、
希
望
せ
ら
れ
る
人
達
の
便
宜
上
こ
の
規
定
を
作
り
ま
す
。

一

、
会
員
に
加
つ
て
短
歌
の
批
評
及
び
加
筆
を
求
め
ら
れ
る
数
は
毎
回
一

人
貮
拾
首
を
限
り
ま
す
。

一

、
批
評
及
び
加
筆
は
、
与
謝
野
寛
、
与
謝
野
晶
子
両
氏
に
て
当
り
ま
す
。

猶
、
特
に
此
内
の
一
人
を
指
定
さ
れ
て
も
宜
し
い
。

（
中
略
）

一

、
当
方
か
ら
の
返
信
は
二
ヶ
月
以
内
を
普
通
と
し
、
時
に
は
選
者
の
多

忙
の
た
め
そ
れ
以
上
に
延
び
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

一

、
会
員
の
歌
稿
の
中
に
特
に
優
れ
た
る
作
は
雑
誌
「
冬
柏
」
に
推
薦
し

ま
す
。

先
の
「
新
詩
社
清
規
」
の
強
い
語
調
と
は
異
な
り
、「
便
宜
上
」
の
「
規
定
」

と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
、
自
身
を
「
選
者
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
添
削
」

で
は
な
く
、「
批
評
及
び
加
筆
」
を
希
望
者
に
実
施
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
の
よ
う
な
読
者
へ
の
告
知
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。

主
筆　

与
謝
野
鉄
幹
「
読
者
諸
君
に
告
ぐ
」

僕
は
詩
が
好
き
で
詩
を
作
る
。
詩
は
僕
の
道
楽
で
あ
る
。
誤
つ
て
虚
名
を

喧
伝
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
道
楽
で
作
る
詩
に
何
の
野
心
が
有
ら
う
。
僕
は

更
々
詩
名
を
以
て
今
の
諸
大
家
と
争
は
ん
と
す
る
が
如
き
男
で
は
な
い
。

（
中
略
）
或
は
云
く
鉄
幹
は
詩
で
飯
を
食
ふ
。
或
は
云
く
鉄
幹
は
某
々
歌

人
の
向
ふ
を
張
つ
て
弟
子
を
取
る
。
嗚
呼
何
た
る
曲
解
で
あ
ら
う
。

「
諸
大
家
」
と
地
位
を
争
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
批
判
に
対
し
、「
野
心
」
を
否

定
し
反
論
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
弟
子
を
取
る
」
こ
と
へ

の
嫌
忌
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、『
明
星
』
第
六
号
（
明

治
三
三
年
九
月
）
に
お
い
て
、「
新
詩
社
清
規
」
と
し
て
以
下
の
宣
言
が
示
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

一　

わ
れ
ら
は
詩
の
内
容
た
る
趣
味
に
於
て
、
詩
の
外
形
た
る
調
諧
に
於

て
、
と
も
に
自
我
独
創
の
詩
を
楽
む
な
り
。

一　

か
ゝ
る
我
儘
者
の
集
り
て
、
我
儘
を
通
さ
ん
と
す
る
結
合
を
新
詩
社

と
名
づ
け
ぬ
。

一　

新
詩
社
に
は
社
友
の
交
情
あ
り
て
師
弟
の
関
係
な
し
。

一　

社
友
は
毎
月
一
回
そ
の
詠
草
を
本
社
に
送
る
定
め
な
り
。
本
社
に
は

社
友
の
一
人
与
謝
野
鉄
幹
あ
り
て
、
可
否
の
意
見
を
附
記
し
て
、
作
者

の
参
考
に
供
ふ
。
之
を
用
ゐ
る
と
否
と
は
社
友
の
任
意
な
り
。

一　

詠
草
（
和
歌
新
体
詩
と
も
）
数
に
は
制
限
な
し
。（
略
）

明
治
卅
参
年
九
月　

東
京
新
詩
社
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る
二
科
会
の
諸
先
生
が
生
徒
の
絵
に
筆
を
加
へ
ら
れ
る
の
を
拝
見
す
る
度

に
、
し
み
じ
み
添
削
の
必
要
と
有
難
さ
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め

に
、
入
学
当
時
に
比
べ
て
、
め
き
め
き
と
よ
い
素
質
が
引
出
さ
れ
、
長
足

の
進
歩
を
示
す
画
学
青
年
を
少
な
か
ら
ず
見
受
け
る
。

「
添
削
」
に
よ
る
「
進
歩
」
は
詩
歌
だ
け
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
、「
文
化
学
院
」

で
の
「
美
術
部
」
で
得
た
実
感
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

晶
子
は
、「
私
の
添
削
の
態
度
」
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

（
一
）
一
語
若
く
は
数
語
を
改
め
る
に
止
め
て
置
く
も
の
、（
二
）
表
現
の

順
序
を
全
く
置
き
換
へ
る
も
の
、（
三
）
著
想
に
も
作
者
の
感
じ
を
拡
充

し
つ
つ
私
自
身
の
感
じ
を
加
へ
、
表
現
を
も
適
当
に
改
め
る
も
の
、
凡
そ

此
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
私
自
身
の
感
じ
を
加
へ
」
と
い
う
姿
勢
は
、
先
に
引
用
し
た
『
短
歌
上
達
の

手
引
き
』
の
「
心
掛
け
」
に
は
明
ら
か
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
。

晶
子
も
、「（
三
）
の
場
合
は
原
作
の
著
想
に
も
言
葉
に
も
「
詩
」
と
し
て
の

新
味
が
乏
し
く
、「
言
葉
の
音
楽
」
と
し
て
の
独
創
性
と
完
全
性
を
甚
だ
し
く

欠
い
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
。
大
抵
さ
う
云
ふ
歌
は
捨
て
て
置
い
て
筆
を
加
へ
な

い
」
と
し
て
い
る
が
、「
根
本
的
の
改
造
」
を
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。

原
作
の
題
材
が
猶
別
の
取
扱
ひ
方
に
由
っ
て
よ
い
歌
に
な
る
と
私
に
感
ぜ

ら
れ
た
時
は
、
作
者
の
習
作
の
参
考
と
し
て
、
そ
の
歌
の
基
礎
工
事
か
ら

の
殆
ど
根
本
的
の
改
造
を
施
し
て
、作
者
の
参
考
と
す
る
の
で
あ
る
。従
っ

て
或
る
作
者
に
は
寛
大
に
も
見
え
、
或
る
作
者
に
は
辛
辣
に
も
見
え
る
で

あ
ら
う
。

三　

与
謝
野
晶
子
「
歌
の
添
削
」
に
つ
い
て

与
謝
野
晶
子
は
、
昭
和
期
に
お
い
て
「
添
削
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
（
総
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
旧
字
体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

以
下
同
断
）。

練
習
中
に
は
感
じ
て
云
は
う
と
す
る
事
が
あ
つ
て
も
言
葉
が
出
来
ず
、
言

葉
の
組
合
せ
な
ど
に
は
ま
し
て
無
頓
着
で
非
音
楽
的
な
、
ま
た
不
明
瞭
な

歌
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
を
、
自
分
達
の
苦
労
し
て
来
た
経
験
か
ら
、
か
う

す
れ
ば
好
い
で
あ
ら
う
と
し
て
見
せ
る
の
が
添
削
で
あ
る
。
練
習
を
す
る

時
と
は
違
つ
て
、
堂
々
と
出
版
す
る
歌
集
の
歌
な
ど
は
他
人
が
添
削
を
加

へ
て
よ
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

「

与
謝
野
晶
子
篇
」（『
短
歌
作
法
講
座　

第
二
巻　

名
家
添
削　

短
歌

作
法
』
前
掲
、
二
三
一
頁
）

あ
く
ま
で
「
練
習
」
段
階
で
の
「
か
う
す
れ
ば
好
い
で
あ
ら
う
」
と
い
う
例
と

し
て
「
添
削
」
を
施
す
の
で
あ
り
、
教
条
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
立
場
で

あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
一
方
で
、「
堂
々
と
出
版
す
る
歌
集
の
歌
な
ど
は

他
人
が
添
削
を
加
へ
て
よ
い
も
の
で
な
い
」
こ
と
を
「
云
ふ
ま
で
も
な
い
」
と

し
て
い
る
が
、『
冬
柏
』
の
同
人
の
歌
集
に
は
、
与
謝
野
寛
に
よ
り
添
削
さ
れ

た
詠
草
が
所
収
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
（
注
８
）。

晶
子
に
よ
る
「
歌
の
添
削
」（『
冬
柏
』
昭
和
六
年
五
月
、
注
９
）
に
は
、「
添

削
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

私
は
近
年
自
分
の
関
係
し
て
ゐ
る
文
化
学
院
の
美
術
部
で
、
指
導
者
で
あ



－8－

加藤美奈子

知
れ
な
い
。
併
し
一
首
と
雖
も
粗
漏
に
加
筆
し
た
も
の
は
無
く
、
す
べ
て

原
作
者
を
愛
し
詩
を
愛
す
る
真
面
目
さ
か
ら
、
私
達
の
命
を
削
り
つ
つ
敢

て
し
た
事
で
あ
る
。
若
し
お
気
に
障
っ
た
人
達
が
あ
る
な
ら
御
諒
恕
を
乞

ひ
た
い
。
猶
こ
の
後
と
て
も
、
私
達
に
添
削
を
求
め
ら
れ
る
以
上
、
作
者

の
社
会
的
位
地
、
年
長
、
先
輩
、
親
友
乃
至
三
十
年
四
十
年
歌
を
詠
ん
で

ゐ
ら
れ
る
人
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
閲
歴
な
ど
に
遠
慮
す
る
所
な
く
、
私

達
の
微
力
を
傾
け
て
朱
筆
を
加
へ
さ
せ
て
頂
く
積
り
で
あ
る
。

「
原
作
を
破
壊
し
過
ぎ
る
」
と
い
っ
た
批
判
を
恐
れ
ず
、「
原
作
者
を
愛
し
」「
命

を
削
り
つ
つ
敢
て
」
施
し
た
、
と
い
う
信
念
と
自
負
に
よ
る
「
添
削
」
で
あ
っ

た
こ
と
が
こ
こ
に
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
歌
人
に
よ
る
「
添
削
」
と
「
創
作
短
歌
」

冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、「
添
削
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

歌
誌
『
歌
壇
』
に
お
い
て
も
、「
ザ
・
巨
匠
の
添
削
」
と
題
し
た
シ
リ
ー
ズ
企

画
が
昨
年
度
よ
り
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
与
謝
野
晶
子
は
、
松
平
盟
子
・
笹
公
人

司
会
「
公
開
講
座　

ザ
・
巨
匠
の
添
削
。
～
添
削
か
ら
探
る
歌
人
の
技
と
短
歌

観
～
第
五
回
「
与
謝
野
晶
子
」」（『
歌
壇
』
本
阿
弥
書
店
、平
成
三
〇
年
一
二
月
、

八
二
－
九
六
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
晶
子
自
身
に
よ
る
大
正
期
の
『
歌

の
作
り
や
う
』、『
短
歌
三
百
講
』
等
と
併
せ
て
、『
短
歌
作
法
講
座
』
全
三
巻
（
昭

和
一
一
年
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
与
謝
野
寛
・
晶
子
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば

添
削
が
時
に
「
辛
辣
」
に
見
え
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
上
で
、「
作
者
の
参
考
と

す
る
」
た
め
の
添
削
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

添
削
は
容
易
な
事
で
な
い
。
多
く
の
作
者
の
個
性
を
包
容
し
同
感
す
る
愛

と
感
性
と
が
博
い
上
に
、
古
典
と
近
代
の
芸
術
的
及
び
国
語
学
的
教
養
が

豊
富
で
あ
り
、
其
上
に
自
ら
旺
盛
な
独
創
力
を
備
へ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
達
夫
婦
の
見
た
所
を
率
直
に
云
へ
ば
、
今
日
の
歌
壇
の
諸
先
生

に
右
の
資
格
を
兼
ね
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
程
の
秀
れ
た
先
輩
は
一
人

も
見
受
け
な
い
。
歌
の
作
者
と
し
て
よ
い
天
分
を
持
つ
人
人
は
私
達
の
交

友
の
間
に
も
あ
る
が
、
添
削
に
は
特
別
の
深マ

マ

切
と
教
養
と
才
能
と
精
力
と

を
要
す
る
の
で
、
歌
の
創
作
が
秀
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
必
ず
し
も

其
人
に
添
削
の
可
能
を
求
め
ら
れ
な
い
。
私
達
は
誰
れ
に
教
を
乞
ふ
事
も

せ
ず
、
唯
だ
互
い
に
批
評
し
合
っ
て
自
ら
添
削
し
て
ゐ
る
。

「
歌
の
創
作
が
優
れ
て
ゐ
」
て
も
、
添
削
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
な
な
い
、
と

い
う
厳
し
い
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
て

い
る
。
長
く
な
る
が
、
晶
子
の
「
添
削
」
へ
の
意
識
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し

て
引
用
す
る
。

私
達
は
固
よ
り
他
の
歌
を
添
削
す
る
や
う
な
資
格
が
あ
る
と
自
負
し
て
ゐ

る
者
で
な
い
。
併
し
私
達
の
や
う
な
者
に
も
添
削
を
望
ま
れ
る
人
人
が
あ

る
以
上
、
私
達
の
芸
術
的
良
心
を
世
俗
の
情
実
に
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

微
力
の
可
能
を
尽
し
て
、
前
述
の
三
種
の
態
度
の
中
で
添
削
の
筆
を
加
へ

て
ゐ
る
。
私
達
の
添
削
の
跡
を
見
て
、
或
は
親
切
過
ぎ
る
と
云
ふ
人
が
あ

り
、
或
は
辛
辣
だ
と
か
原
作
を
破
壊
し
過
ぎ
る
と
か
云
ふ
人
が
あ
る
か
も
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短歌「添削」指導考（一）

短
歌
詩
人
社
を
主
宰
、
昭
和
二
一
年
よ
り
「
龍
」
と
改
称
し
た
。
平
成
七
年
よ

り
服
部
忠
志
は
「
龍
」
の
顧
問
と
な
り
、
小
見
山
輝
が
「
龍
」
代
表
並
び
に
編

集
発
行
人
と
な
っ
た
」（『
龍
短
歌
会　

会
員
名
簿
（
附　

会
員
の
し
お
り
）』

第
八
八
巻
第
一
号
附
録
（
龍
短
歌
会
、
二
〇
一
七
年
一
月
）
一
六
頁
）、
い
わ

ゆ
る
地
方
短
歌
結
社
で
あ
る
。
稿
者
は
、
小
見
山
輝
の
逝
去
に
伴
い
平
成
三
〇

年
を
以
て
退
会
。

３　
『
超
辛
口
先
生
の
赤
ペ
ン
俳
句
教
室
』（
前
掲
、
一
五
二
頁
）

４　

与
謝
野
晶
子
の
「
選
歌
」
に
着
眼
し
た
資
料
に
、
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
編

『
与
謝
野
晶
子
選
者
の
歌
（
付
『
婦
人
短
歌　

与
謝
野
晶
子
選
』）』（
与
謝
野
晶

子
倶
楽
部
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

５　
「
土
屋
文
明
篇
」（『
短
歌
作
法
講
座　

第
二
巻　

名
家
添
削　

短
歌
作
法
』

改
造
社
、
昭
和
一
一
年
、
一
六
一
頁
）
旧
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
（
以
下

同
断
）。

６　

複
製
版
「
明
星
」
刊
行
会
『
複
製
版
「
明
星
」』（
臨
川
書
店
、
昭
和
三
九

年
）。
以
下
『
明
星
』
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
拠
っ
た
。

７　
『
冬
柏
』
か
ら
の
引
用
は
、『
復
刻
版　

冬
柏
』（
不
二
出
版
、
二
〇
一
七

～
二
〇
一
九
年
）
に
よ
っ
た
。

８　

拙
稿「
堺
市
博
物
館
蔵「
与
謝
野
寛
添
削　

小
日
山
直
登
歌
稿（
青
き
絹
）」

翻
刻
・
解
題
」（『
近
代
短
歌
資
料
研
究
』
第
３
号
、
近
代
短
歌
資
料
研
究
の
会
、

掲
載
予
定
）

９　

引
用
は
、
逸
見
久
美
編
『
鉄
幹
晶
子
全
集
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

四
五
～
四
八
頁
に
よ
っ
た
。

若
山
牧
水
に
よ
る
『
批
評
と
添
削　

短
歌
作
法
』（
成
光
館
書
店
、
昭
和
六
年
）

な
ど
も
興
味
深
い
「
添
削
」
例
が
数
多
く
所
収
さ
れ
て
い
る
。
実
例
の
分
析
は

次
稿
の
課
題
と
す
る
が
、
例
え
ば
牧
水
の
『
短
歌
作
法
』
は
、
現
在
も
批
評
用

言
と
し
て
耳
に
す
る
こ
と
の
あ
る
「
さ
う
で
す
か
歌
」
な
ど
の
呼
称
を
用
い
、

手
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
ろ
を
ひ
と
所
に
集
め
て
、
静
か
に
詠
み
出
づ
る
事
を
し
な
い
歌
は
大

方
例
の
「
さ
う
で
す
か
歌
」
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。（
同
書
、
二
〇
四
頁
）

ま
た
、
本
稿
で
は
言
及
し
得
な
か
っ
た
が
、
こ
の
稿
を
起
こ
し
た
の
は
、
大

学
を
含
む
学
校
教
育
の
場
で
の
学
生
・
生
徒
の
「
創
作
短
歌
」
へ
の
、
表
現
指

導
法
と
し
て
の
「
添
削
」
指
導
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
も
含
め
考
察
す
る
こ
と

を
企
図
し
て
い
る
。
与
謝
野
晶
子
ら
の
近
代
歌
人
の
「
添
削
」
の
実
例
と
と
も

に
、
指
導
法
と
し
て
の
「
添
削
」
に
つ
い
て
続
稿
で
実
例
と
と
も
に
詳
ら
か
に

し
た
い
。

注
１　
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
『
プ
レ
バ
ト
！！
』〔
引
用
者
注
―
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
の
バ
ラ
エ

テ
ィ
番
組
〕
に
て
「
俳
句
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、「
俳
句
」

に
興
味
を
持
っ
て
下
さ
る
方
が
急
速
に
増
え
て
い
る
」（
夏
井
い
つ
き
『
超
辛

口
先
生
の
赤
ペ
ン
俳
句
教
室
』（
朝
日
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
六
頁
）。

２　

所
属
し
た
「
龍
短
歌
会
」
は
、「
国
学
院
大
学
で
折
口
信
夫
に
教
え
を
受

け
た
服
部
忠
志
が
、
昭
和
七
年
「
短
歌
詩
人
」
の
選
歌
を
担
当
し
、
翌
年
よ
り
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本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助

成
金
）（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
課
題
名
「
多
分
野
に
お
け
る
創
作
教
育
の
指
導
法

の
比
較
と
改
善
に
向
け
た
基
礎
的
研
究
」（
課
題
番
号19K

00236

、
二
〇
一
九

～
二
〇
二
一
年
度
）に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。同
課
題
に
お
い
て
稿
者
は
、「
文

芸
（
短
歌
創
作
）
分
野
で
の
実
践
研
究
」
を
担
当
し
て
い
る
。




