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短
歌
「
添
削
」
指
導
考
（
二
）

　
　
　
　

―
―
『
名
家
添
削　

短
歌
作
法
』（
昭
和
一
一
年
）
に
お
け
る
与
謝
野
晶
子
の
「
添
削
」
―
―

加　

藤　

美
奈
子

　
　
　

は
じ
め
に
―
与
謝
野
晶
子
の
「
歌
の
添
削
」

　

前
稿
「
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
―
」（『
就
実
論
叢
』
第
四
九
号　

二
〇
二
〇
年
二
月　

一
～
一
〇
頁
）
に
お
い
て
、
従
来
、
短
歌
の
「
研
究
」

と
「
創
作
」
と
は
分
か
ち
が
た
く
、
相
補
的
な
関
係
で
あ
っ
た
が
、「
狭
義

の
短
歌
研
究
」
に
お
い
て
は
、
散
文
同
様
、「
創
作
」
と
は
切
り
離
す
べ
き

と
す
る
提
言
の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
ま
た
、
短
歌
結
社
に
お
け
る
「
慣

例
」
が
、「
狭
義
の
短
歌
研
究
」
を
困
難
に
し
て
い
る
現
状
を
結
社
内
で
の

「
添
削
」
の
あ
り
方
を
例
に
概
観
し
た
。

　

近
代
に
お
い
て
も
、
与
謝
野
寛
（
鉄
幹
）
は
、「
新
詩
社
清
規
」（『
明
星
』

明
治
三
三
年
九
月
）
に
お
い
て
、「
社
友
の
交
情
あ
り
て
師
弟
の
関
係
な
し
」

と
提
唱
し
、　
「
添
削
」
で
は
な
く
、「
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
」
と
い
う
方
針
を

示
し
た
。「
自
我
独
創
の
詩
を
楽
む
」（「
新
詩
社
清
規
」）
新
詩
社
の
方
針
に

あ
わ
せ
、「
任
意
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

後
年
、
与
謝
野
晶
子
は
「
歌
の
添
削
」 （『
冬
柏
』
昭
和
六
年
五
月
）
に
お

い
て
、「
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
知
れ
な
い
」
と
「
添
削
」
を
施
す
こ
と
へ
の
危
惧
を
述
べ
、「
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
」
と
総
括

し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
特
に
与
謝
野
晶
子
の
「
添
削
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
、晶
子
自
身
の
作
歌
の
方
針
と
あ
わ
せ
、実
例
と
と
も
に
詳
ら
か
に
す
る
。

（
生
活
実
践
科
学
科
）
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た
め
、
昭
和
一
一
年
刊
行
の
同
書
に
拠
ら
な
け
れ
ば
参
照
し
難
い
本
文
で
あ

る
。
晶
子
の「
添
削
」の
実
例
と
し
て
見
逃
せ
な
い
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

以
下
に
引
用
す
る
。

　
「
与
謝
野
晶
子
篇　

初
歩
の
人
へ
の
添
削
」『
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
）
二
二
九
～
二
四
一
頁
。　

 

　

引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
が
、
固
有
名
詞
・
表
題
等

に
は
旧
字
体
・
異
体
字
を
残
し
た
箇
所
が
あ
る
。
添
削
後
の
短
歌
に
歌
番
号

01
～
22
を
付
し
、「
原
作
」
の
添
削
箇
所
に
傍
線
を
施
し
て
示
し
、
い
ず
れ

も
太
字
に
し
た
。
傍、

点、

は
原
典
に
よ
り
、
総
ル
ビ
は
省
略
し
、
適
宜
残
し

た
。
晶
子
の
添
削
の
方
針
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
部
分
に
波
線
を
施
し
、
後

に
分
析
を
加
え
た
。

　
　
　

与
謝
野
晶
子
篇　

初
歩
の
人
へ
の
添
削

　

此
処
に
集
つ
て
ゐ
る
の
は
ま
だ
作
歌
の
道
に
初
心
な
、
云
は
ば
練
習
中
の

人
達
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
歌
を
作
つ
て
居
ら
れ
る
人
達
に
は
参
考
に

な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ひ
片
端
か
ら
披
露
す
る
。
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

　

一
　
与
謝
野
晶
子
「
初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
―
『
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
）

　

歌
誌
『
歌
壇
』
に
お
け
る
「
巨
匠
の
添
削
」
と
題
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
企
画

に
お
い
て
、与
謝
野
晶
子
を
取
り
上
げ
た
、「
現
代
歌
人
協
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
』
松
平
盟
子　

司
会
・
笹
公
人
」（『
歌
壇
』
第
三
二
巻
一
二
号　

本
阿

弥
書
店　

平
成
三
〇
年
一
二
月　

八
二
～
九
六
頁
）
で
は
、『
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
）
所
収

の
「
与
謝
野
晶
子
篇　

初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
か
ら
、
八
首
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
（
後
掲
歌
番
号
01
～
08
）。

　
『
短
歌
作
法
講
座
』
に
つ
い
て
は
、
晶
子
の
「
年
譜
」（『
定
本　

與
謝
野

晶
子
全
集
』
第
八
巻　

歌
集
八
（
講
談
社
、昭
和
五
六
年
）
四
二
九
頁
）
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）　

五
十
八
歳
（
略
）

五
月
、（
略
）「
歌
に
志
す
婦
人
に
」
を
『
作
歌
入
門
』（
改
造
社
刊
）

に
共
著
と
し
て
収
録
。

　
「
歌
に
志
す
婦
人
に
」
は
、
前
稿
で
も
引
用
し
た
が
、『
短
歌
作
法
講
座　

第
一
巻　

作
歌
入
門
』（
改
造
社
、
昭
和
一
一
年
）
所
収
（
三
六
七
～
三
八
八

頁
）
で
あ
る
。『
短
歌
作
法
講
座　

第
二
巻
』
所
収
の
「
与
謝
野
晶
子
篇　

初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
は
、
年
譜
に
も
記
載
が
な
く
、『
全
集
』
未
所
収
の
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が
誤
り
に
な
る
。
そ
ん
な
長
い
病
気
の
初
め
に
は
必
ず
医
師
の
診
断
が
あ
つ

た
も
の
で
あ
ら
う
と
し
て
私
は
か
う
直
し
て
見
た
の
で
あ
つ
た
。

　

04
若
き
日
の
夢
と
思
ひ
て
忘
る
べ
き
人
故
わ
れ
の
身
の
痩
せ
て
行
く

　
「
若
き
日
の
夢
と
思
ひ
て
忘
る
べ
き
人
に
苦
し
む
心
い
と
ほ
し
」
こ
れ
が

原
作
で
あ
る
。
自
分
の
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
が
哀
れ
で
あ
る
な
と
ど
迄
は
云
は

ず
に
、
さ
ま
で
に
苦
し
ん
で
あ
る
自
己
の
状
態
を
現
は
す
べ
き
で
あ
る
と
私

は
し
た
。

　

05
雨
の
の
ち
嵐
の
さ
ま
と
な
り
た
る
に
驚
く
若
葉
騒
げ
る
青
葉

　

も
と
の
は
「
春
雨
の
嵐
と
な
り
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
玻
璃
越
し
に
見
て
驚
く

若
葉
」
こ
れ
で
あ
つ
た
。
三
句
四
句
が
極
め
て
粗
雑
に
出
来
て
居
た
。
け
れ

ど
も
私
は
雨
が
嵐
に
な
つ
た
こ
と
に
若
葉
が
驚
く
と
云
ふ
こ
と
に
少
し
の
面

白
さ
が
あ
る
と
思
つ
て
筆
を
加
へ
て
見
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
自
分
が
お
ど

お
ど
と
覗
い
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
文
法
通

り
に
解
す
れ
ば
私
の
云
ふ
通
り
で
あ
る
。
原
作
で
は
若
葉
が
硝が
ら
す子
の
中
か
ら

見
て
ゐ
る
や
う
で
も
あ
つ
て
位
置
が
解
ら
な
い
。
是
れ
も
ま
た
見
て
ゐ
る
自

身
の
こ
と
は
云
は
ぬ
方
が
い
い
の
で
あ
つ
て
、
青
葉
若
葉
の
驚
い
て
動
く
こ

と
を
強
調
す
る
こ
と
に
私
は
し
て
見
た
。

　

06
和
み
た
る
夕
餉
の
集
ひ
こ
の
中
に
見
が
た
き
母
を
悲
し
む
今
日
も

　
「
な
ご
や
か
な
夕
餉
の
集
ひ
そ
の
中
に
母
を
見
な
き
を
今
日
も
悲
し
む
」

で
も
な
い
。
習
作
に
は
教
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

01
笛
の
音
に
涙
こ
ぼ
る
る
若
さ
を
も
猶
備
ふ
る
と
嬉
し
か
り
け
れ

　

原
作
は
「
銀
笛
に
涙
こ
ぼ
る
る
若
さ
を
も
持
つ
と
覚
え
て
嬉
し
か
り
け

れ
」
か
う
で
あ
つ
た
。
銀
笛
で
あ
ら
う
と
も
笛
の
音
と
だ
け
云
つ
て
置
い
て

い
い
の
で
あ
る
。
銀
の
字
は
こ
の
場
合
に
全
体
を
厭
味
な
も
の
に
す
る
恐
れ

が
あ
る
。
持、

、

、

、

、

、

つ
と
覚
え
て
だ
け
で
は
、
以
前
は
持
つ
て
ゐ
た
が
と
云
ひ
た
い

筈
の
作
者
の
心
が
よ
く
出
な
い
。

　

02
子
供
等
に
和
し
て
我
身
も
歌
ひ
た
り
野
の
は
て
な
る
は
秩
父
山や
ま
な
み脈

　
「
子
供
等
に
和
し
て
我
身
も
歌
ひ
た
り
秩
父
山
脈
見
は
る
か
す
野
に
」
と

云
ふ
の
が
原
作
で
あ
つ
た
。
是
れ
は
四
五
の
句
だ
け
を
変
へ
た
。
子
供
等
に、

と
初
句
に
あ
つ
て
、
終
り
も
に、

で
あ
る
の
が
厭
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
見
渡

せ
ば
な
ど
と
云
ふ
言
葉
は
必
要
の
な
い
限
り
は
省
略
し
て
効
果
の
多
い
句
を

置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が
見
て
ゐ
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
見
て
ゐ
る
も
の

は
こ
れ
で
あ
る
と
云
ふ
方
が
効
果
的
な
の
で
あ
る
。

　

03
か
り
そ
め
の
病や
ま
ひな

り
け
り
安
か
れ
と
医
の
告
げ
し
日
は
若
か
り
し
わ
れ

　

原
作
は
「
か
り
そ
め
の
病わ
づ
らひ
な
れ
ば
安
か
れ
と
聞
き
に
し
時
は
若
か
り
に

け
り
」
で
あ
る
。
わ
づ
ら
ひ
は
煩
ひ
と
耳
に
聞
え
る
。
病
気
で
あ
る
こ
と
を

確
か
に
読
者
へ
通
じ
な
い
。
其
の
何
ん
で
も
な
い
安
心
す
る
が
よ
い
と
云
は

れ
た
と
云
ふ
こ
と
も
、
医
師
が
云
つ
た
の
で
な
い
と
初
め
に
信
を
置
い
た
の
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却
つ
て
強
く
響
く
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
終
り
に
私
は
幸
福
で
あ

る
と
云
は
せ
て
し
ま
つ
た
。

　

10
あ
ぢ
き
な
し
鏡
に
座
し
て
失
な
へ
る
若
さ
を
今
は
求
め
ん
と
す
る

　

原
作
「
春
の
日
の
鏡
に
座
し
て
失
な
へ
る
若
さ
求
め
つ
心
侘
し
も
」。
私

は
拙ま
づ

い
末
句
の
意
を
つ
め
て
短
く
初
句
に
置
い
て
見
た
。
今
即
ち
現
在
と
云

ふ
言
葉
を
入
れ
る
こ
と
で
哀
感
が
出
せ
た
と
思
つ
て
ゐ
る
。

　

11
同
じ
事
日
日
に
重
ね
て
過
ぐ
せ
る
は
平
凡
な
れ
ど
い
と
平
和
な
り

　

こ
れ
は「
同
じ
事
日
ご
と
日
ご
と
過す
ご

す
わ
れ
平
凡
な
れ
ど
平
和
な
る
か
な
」

か
う
だ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
同
じ
事
を
過
ご
す
と
云
ふ
の
で
は
言
葉
を
な
さ

な
い
。
ま
た
平
和
な
る
か
な
は
大
さ
う
で
あ
る
。
此
処
は
軽
く
云
つ
て
置
く

方
が
い
い
の
で
あ
る
。

　

12
若
き
日
の
あ
こ
が
れ
も
無
く
心
を
ば
た
つ
き
の
道
に
さ
さ
ぐ
る
我
等

　
「
あ
こ
が
れ
の
若
き
日
も
な
く
此
の
身
を
ば
貧
し
き
生た
つ
き活
に
さ
さ
げ
た
り

け
り
」
と
云
ふ
の
が
原
作
で
あ
る
。
女
の
歌
は
殊
に
誤
解
さ
れ
易
い
言
葉
を

避
け
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
こ
の
身
を
心
と
改
め
た
。
ま
た
散
文
通
り
に

字
余
り
を
構
は
ず
使
ふ
の
は
宜
し
く
な
い
。
終
り
を
複
数
に
し
た
方
が
強
く

響
く
で
あ
ら
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。

　

13
天あ
め
つ
ち地

の
よ
ろ
こ
び
を
皆
占
む
る
ご
と
若
葉
の
道
に
歌
ふ
も
の
か
な

が
原
作
。
初
句
は
口
語
を
誤
つ
て
使
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ、

の
中
は
こ、

の
中

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
な
き
も
言
葉
に
な
ら
ぬ
。
然
し
私
は
作
者
の
心

も
ち
だ
け
を
尊
重
し
て
こ
ん
な
風
に
直
し
て
見
た
の
で
あ
る
。

　

07
な
ご
や
か
に
風
吹
く
園
を
行
き
つ
つ
も
人
間
の
子
は
物
思
ひ
す
る

　

原
作
は「
な
ご
や
か
な
風
吹
く
園
を
唯
一
人
物
思
ひ
つ
つ
歩
み
ゐ
る
か
も
」

で
あ
つ
た
。
物
思
ひ
を
し
な
が
ら
行
く
時
に
伴つ

れ
が
何
人
も
あ
つ
た
と
は
思

は
れ
な
い
。
唯
一
人
と
云
ふ
言
葉
は
こ
の
場
合
に
無
駄
で
あ
る
。
歩
み
ゐ
る

か
も
の
七
字
を
も
つ
と
中な
か

実み

の
あ
る
言
葉
に
私
は
変
へ
た
か
つ
た
。
春
の
自

然
界
の
現
象
の
長の

ど閑
か
な
の
に
対
し
て
人
間
と
云
ふ
言
葉
を
加
へ
た
ら
い
い

と
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　

08
野
辺
に
出
で
今
は
涙
も
忘
れ
た
り
大お
ほ

天あ
め

地つ
ち

の
和
の
中
行
か
ん

　
「
野
辺
に
出
で
愁
ひ
も
涙
も
忘
れ
た
り
大
ら
け
き
春
の
和
の
中
を
行
か
ん
」

も
と
は
こ
ん
な
歌
で
あ
つ
た
。
和
の
中
を
行
か
う
と
云
ふ
句
だ
け
が
私
に
面

白
く
思
は
れ
て
直
し
て
見
よ
う
と
思
つ
た
の
で
あ
る
。
愁
ひ
も
涙
も
と
二
つ

云
ふ
必
要
は
此
処
で
な
い
。
大
ら
け
き
と
云
ふ
言
葉
も
悪
い
。

　

09
神
主
に
二
人
が
和
せ
し
か
し
は
手
の
音
を
忘
れ
ず
幸
ひ
に
ゐ
ぬ

　

原
作
は「
幸
あ
れ
と
二
人
が
和
せ
し
拍
か
し
は

手で

の
胸
に
沁
み
し
を
今
も
忘
れ
ず
」

と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
。
是
れ
だ
け
で
は
現
在
の
夫
婦
は
幸
福
で
あ
る
の
か
ど

う
か
が
解
ら
な
い
。
胸
に
沁し

ん
だ
と
云
ふ
よ
り
も
忘
れ
な
い
と
短
く
云
つ
て
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原
作
の
「
天
地
の
よ
ろ
こ
び
を
一
人
占
む
る
ご
と
若
葉
の
道
に
高
ら
か
に

歌
ふ
」
で
は
、
よ
ろ
こ
び
一
人
占
む
る
と
云
ふ
言
葉
が
詰
ま
つ
て
非
音
楽
的

で
あ
る
。
高
く
歌
ふ
と
云
は
ず
と
も
、
そ
ん
な
所
で
歌
ふ
の
で
あ
る
か
ら
高

い
声
も
出
る
こ
と
は
是
れ
だ
け
で
も
解
る
と
思
ふ
。

　

14
大
空
の
雲
は
動
か
ず
わ
れ
坐
し
て
見
る
は
若
葉
の
影
を
置
く
水

　
「
大
空
の
雲
は
動
か
ず
わ
れ
坐
し
て
若
葉
の
水
に
う
つ
れ
る
を
見
る
」
の

原
作
を
、
是
れ
は
後
の
句
だ
け
直
し
た
。
歌
の
調
子
が
よ
く
な
つ
た
筈
で
あ

る
。

　

15
い
つ
ま
で
も
若
く
立
て
よ
と
野
の
草
に
云
ひ
て
別
れ
ぬ
そ
の
明
日
の
た
め

　

原
作
は
「
い
つ
ま
で
も
若
く
あ
れ
と
て
草く
さ

々〴
〵

に
云
ひ
つ
つ
我
れ
は
野
辺
を

立
ち
出
づ
」
こ
れ
で
あ
る
。
草
々
は
種く
さ

々〴
〵

と
よ
り
耳
に
は
聞
え
な
い
。
拙
い

言
葉
で
あ
る
。
野
か
ら
路
へ
出
で
家
へ
で
も
帰
つ
た
か
。
山
へ
で
も
入
つ
た

の
で
あ
ら
う
が
、
野
を
立
ち
出
づ
は
大
仰
な
言
ひ
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

で
は
散
文
的
に
な
る
。
無
理
な
注
文
を
草
に
言
つ
て
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
自
己
の
希
望
を
云
つ
た
だ
け
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
置
く
方
が
い
い

と
思
ひ
、
そ
の
方
法
を
取
つ
た
。

　

16
若わ
か

人う
ど

の
群
に
遠
し
と
自
ら
を
棄
つ
る
が
如
く
云
ひ
な
す
君
よ

　

原
作
は「
若
人
の
群
に
は
遠
し
と
自
ら
を
棄
て
ゆ
く
君
よ
悲
し
か
ら
ず
や
」

と
あ
つ
た
。
二
句
を
群、

に、

は、

と
字
余
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程
の
必
要
を
私

は
認
め
な
い
。
ま
た
悲
し
か
ら
ず
や
、
な
ど
と
云
つ
て
し
ま
つ
て
は
面
白
味

は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
彼
れ
は
さ
う
云
つ
た
だ
け
で
自
棄
的
行
為
を

し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

17
若
く
し
て
気
ま
ぐ
れ
心
誰た

れ
も
も
ち
彼か

の
み
便
り
は
書
き
給
ひ
け
ん

　
「
若
く
し
て
気
ま
ぐ
れ
心
持
ち
た
れ
ば
彼
の
み
便
り
は
書
き
給
ひ
け
ん
」

は
原
作
で
あ
つ
て
、
こ
こ
の
も
ち
た
れ
ば
が
あ
や
ふ
や
な
言
葉
で
あ
る
。
誰

れ
も
と
云
ひ
、
同
情
の
あ
る
心
を
云
つ
た
。

　

18
う
き
こ
と
を
忘
れ
て
強
く
生
き
ん
と
す
若
芽
の
如
し
生
れ
変
り
て

　

原
作
は
「
思
ひ
を
ば
忘
れ
て
」
と
な
つ
て
ゐ
た
。
強
く
生
き
よ
う
な
ど
と

云
ふ
歌
で
は
殊
更
は
つ
き
り
と
し
た
言
葉
を
使
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
此

処
で
思
ひ
と
云
ふ
言
葉
で
煩
悶
を
現
は
さ
う
と
す
る
の
は
宜
し
く
な
い
。

　

19
触
れ
た
ら
ば
跳
ね
返
す
か
と
思
は
れ
る
よ
ろ
づ
の
若
葉
生
気
あ
ふ
れ
て

　

原
作
は
「
若
草
の
葉
に
生
気
あ
ふ
れ
て
」
と
あ
つ
た
。
若
草
に
さ
う
し
た

力
が
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
若
し
さ
う
感
じ
さ
せ
る
程
の
若
草
が
あ
つ
た

の
な
ら
、
然
か
思
ひ
至
る
ま
で
の
趣
き
を
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
此
頃
の
歌

で
も
あ
る
か
ら
若
草
で
は
な
い
の
で
あ
ら
う
と
見
て
、
木
草
を
混
ぜ
て
若
葉

と
だ
け
私
は
云
は
せ
る
や
う
に
し
た
。

　

20
身
を
か
は
し
若
葉
の
中
を
飛
ぶ
鳩
の
あ
り
て
夕
に
及
ぶ
山
寺
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謝
野
晶
子
の
作
歌
の
方
針
に
つ
い
て
、
端
的
に
示
し
た
資
料
に
つ
い
て
確
認

す
る
。

　

以
下
は
、
昭
和
七
～
一
三
年
に
『
讀
賣
新
聞
』
に
お
い
て
晶
子
が
選
者
を

し
た
「
婦
人
短
歌　

与
謝
野
晶
子
選
」
に
お
い
て
、「
選
者
の
言
葉
」
と
し

て
掲
載
さ
れ
た
内
容
で
、
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
）
よ
り
引
用
す
る
。

　

同
書
に
は
、「『
読
売
新
聞
』（
昭
和
７
～
13
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
選
者

の
歌
」（
６
５
７
首
）、及
び
「
婦
人
短
歌　

与
謝
野
晶
子
選
」
の
歌
（
２
４
８
８

首
）
の
内
、「
等
級
と
評
」
の
あ
る
歌
（
２
０
７
首
）
を
「
選
者
の
評
」
と

し
て
収
録
し
て
い
る
。
前
者
は
与
謝
野
晶
子
自
身
の
歌
、
後
者
は
選
者
で
あ

る
晶
子
が
課
題
を
出
し
、全
国
の
応
募
の
中
か
ら
、更
に
課
題
ご
と
に
一
・
二
・

三
等
を
選
び
、
評
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。（
略
）
晶
子
の
短
歌
論
・
時
事

評
論
、
関
連
記
事
も
採
録
し
た
。
収
録
歌
の
時
期
は
、
晶
子
54
歳
～
60
歳
。

（
略
）
選
者
と
し
て
晶
子
は
「
明
晰
・
優
雅
・
清
新
の
三
つ
を
備
え
た
、
言

葉
の
芸
術
・
言
葉
の
音
楽
」（「
選
者
の
言
葉
」
昭
和
７
・
５
・
８
）
を
目
指
す

と
い
う
作
歌
理
念
を
高
ら
か
に
謳
い
、
惜
し
み
な
く
自
ら
の
歌
を
世
に
問
う

た
」
と
概
説
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
同
書
よ
り
、
晶
子
の
作
歌
の
方
針
が
端

的
に
表
れ
て
い
る
部
分
を
引
用
し
、
特
に
重
要
な
箇
所
に
波
線
を
施
し
た
。

総
ル
ビ
は
略
し
適
宜
残
し
た
。

　
「
選
者
の
言
葉（
１
）　

昭
和
７
年（
１
９
３
２
年
）５
月
８
日
」（
二
～
三
頁
）

　

こ
の
原
作
は
「
身
を
か
は
し
若
葉
の
中
を
飛
ぶ
鳩
の
声
に
暮
れ
行
く
こ
こ

の
山
寺
」
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
。
声
に
暮
れ
行
く
な
ど
と
云
ふ
こ
と
は
余
り

に
古
臭
い
言
葉
を
並
べ
て
あ
る
だ
け
と
し
か
人
は
受
け
取
ら
な
い
。
其
れ
よ

り
は
目
に
見
た
だ
け
の
こ
と
を
云
つ
て
置
く
方
が
い
い
と
私
は
す
る
の
で
あ

る
。

　

21
形
や
や
と
と
の
ひ
初そ

め
て
わ
が
藤
の
若
紫
に
な
び
く
朝
か
な

　
「
か
た
ち
や
や
と
と
の
ひ
初
め
し
棚
の
藤
若
葉
紫
に
に
ほ
ひ
こ
ぼ
る
る
」

と
云
ふ
原
作
で
あ
つ
た
。
若
紫
と
云
ふ
言
葉
が
色
の
艶
や
か
さ
も
既
に
現
は

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
藤
の
動
い
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
朝
で
あ

る
こ
と
を
私
は
添
へ
て
見
た
の
で
あ
つ
た
。

　

22
打
け
ぶ
る
若
葉
も
な
く
て
蒼
海
に
雨
く
だ
る
日
は
わ
び
し
か
る
ら
ん

　
「
雨
け
ぶ
る
」
と
原
作
に
は
な
つ
て
ゐ
た
。
し
ぶ
く
は
蒼
海
な
ど
と
云
ふ

大
き
な
言
葉
に
続
け
て
云
ふ
に
適か
な

つ
た
も
の
で
な
い
。
煙け
ぶ

る
と
大
し
て
違
は

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
　
与
謝
野
晶
子
「
短
歌
の
作
り
方
」
―
「
選
者
の
言
葉
」（『
讀
賣
新
聞
』

昭
和
七
～
一
三
年
）

　

以
上
に
引
用
し
た
「
初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
を
分
析
す
る
に
先
立
ち
、
与
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読
売
紙
上
の
募
集
短
歌
を
御
委
嘱
に
由
つ
て
当
分
の
間
、
私
が
拝
見
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
歌
壇
の
流
派
と
交
渉
の
な
い
人
間
で
あ
り
、
従
つ
て
流
派
に
対
す
る

偏
見
を
持
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
併
し
次
の
事
だ
け
は
申
上
げ
て
置
き
た
い
と
思

ひ
ま
す
。

　

歌
は
言
葉
の
芸
術
で
あ
り
、
同
時
に
言
葉
の
音
楽
で
す
。
そ
れ
で
芸
術
の

領
域
に
入
つ
た
作
、
云
ひ
換
る
と
芸
術
と
し
て
の
何
等
か
の
新
し
い
発
見
の

あ
る
作
で
な
い
と
採
録
致
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
言
葉
の
音
楽
で
あ
る
た
め
に
は
、
明
晰
と
優
雅
と
清
新
と
を
備
へ
た

言
葉
を
用
ひ
て
、
皆
さ
ん
の
発
見
に
由
る
芸
術
的
実
感
を
三
十
一
音
の
短
歌

に
新
し
く
作
曲
し
て
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
古
臭
い
感

情
の
繰
返
し
と
、
実
感
の
生
き
生
き
し
た
表
現
を
妨
げ
る
万
葉
擬
態
の
古
臭

い
言
葉
づ
か
ひ
の
作
は
採
録
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
私
は
三
十
一
音
の
古
典
的
歌
体
で
あ
る
短
歌
と
口
語
の
語
感
と
は
一

致
し
な
い
も
の
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
必
ず
明
晰
、
優
雅
、
清
新
の
三
つ

を
備
え
た
文
語
の
み
を
用
い
て
、
新
し
い
「
言
葉
の
音
楽
」
を
工
夫
し
て
頂

き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　

要
す
る
に
私
は
皆
さ
ん
か
ら
感
情
の
言
葉
と
共
に
皆
さ
ん
御
自
身
の
創
意

に
成
る
新
作
を
拝
見
さ
せ
て
頂
き
た
い
の
で
御
座
い
ま
す
。
歌
壇
の
流
行
な

ど
は
眼
中
に
置
か
な
い
で
、
ほ
ん
た
う
に
発
明
権
が
皆
さ
ん
に
あ
る
歌
の
み

を
作
ら
う
と
御
努
力
下
さ
い
ま
し
。
勿
論
選
者
で
あ
る
私
な
ど
の
歌
を
模
倣

な
す
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
私
は
自
分
の
気
の
付
か
な
い
や
う
な
新
し
い
詩

的
感
情
と
、
新
し
い
言
葉
づ
か
ひ
と
で
出
来
た
歌
の
み
を
喜
ん
で
採
録
致
し

ま
す
。

　

猶
ま
た
、
折
角
の
新
し
い
題
材
（
感
情
）
が
、
言
葉
の
不
備
な
た
め
に
十

分
な
表
現
を
得
て
ゐ
な
い
や
う
な
お
歌
に
対
し
、
私
が
少
し
筆
を
加
へ
る
こ

と
の
あ
る
の
を
、
あ
ら
か
じ
め
御
諒
恕
下
さ
る
や
う
に
願
つ
て
置
き
ま
す
。

　
「
選
者
の
言
葉
（
２
）　

昭
和
７
年
（
１
９
３
２
年
）
10
月
27
日
」（
四
頁
）

　

 　
　

与
謝
野
晶
子

一
、一
枚
の
葉
書
に
必
ず
三
首
以
内
の
歌
を
書
く
こ
と
の
規
定
を
お
守
り
下

さ
い
。

二
、
嘗
て
私
が
こ
の
募
集
の
初
め
に
述
べ
ま
し
た
や
う
に
、
常
識
的
な
感
情

を
詩
的
な
感
情
と
誤
解
し
て
、
三
一
字
に
入
れ
や
う
と
な
さ
ら
な
い
や
う
に

願
ひ
ま
す
。そ
れ
は
無
駄
な
努
力
で
す
。必
ず
詩
に
な
る
感
情
を
発
見
し
て
、

そ
れ
を
歌
に
し
て
下
さ
い
。

三
、
実
感
に
遠
い
万
葉
風
な
古
語
の
歌
は
選
者
に
於
て
採
り
ま
せ
ん
。

　
「
選
者
の
言
葉（
３
）　

昭
和
８
年（
１
９
３
３
年
）１
月
16
日
」（
五
～
六
頁
）

　

与
謝
野
晶
子
／
第
一
義
の
歌
へ

（
略
）
お
互
の
歌
は
勿
論
め
い
め
い
の
楽
し
み
と
し
て
詠
む
の
で
す
け
れ

ど
、
や
は
り
歌
を
詠
む
以
上
は
、
世
界
の
詩
と
同
じ
水
準
に
立
ち
、
そ
れ
以

上
に
出
る
や
う
な
新
し
い
芸
術
品
に
ま
で
鍛
へ
上
げ
た
い
も
の
で
す
。
そ
れ

に
は
只
今
の
歌
壇
に
流
行
す
る
平
俗
主
義
や
擬
古
主
義
の
眼
中
に
置
か
な
い
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す
。

　

選
者
の
言
葉（
４
）　

昭
和
10
年（
１
９
３
５
年
）１
月
19
日
」（
八
～
九
頁
）

　
　
　

短
歌
の
作
り
方
（
上
）
／
与
謝
野
晶
子

　

歌
は
小
説
や
戯
曲
と
行
き
方
が
違
ふ
。
そ
の
違
ふ
点
を
大
き
く
分
け
て
云

ふ
と
四
つ
あ
る
。

（
一
）
作
者
の
発
見
し
た
新
し
い
個
人
的
感
情
が
歌
の
題
材
の
全
部
で
あ

る
。
こ
の
個
人
的
感
情
が
常
識
的
感
情
で
無
く
て
芸
術
的
感
情
で
あ
る
の
は

云
ふ
ま
で
も
無
い
。

（
二
）
作
者
の
個
人
的
感
情
を
発
言
す
る
こ
と
が
歌
の
目
的
の
半な
か
ばで
あ
る
。

（
三
）
歌
の
発
言
は
談
話
で
も
無
け
れ
ば
散
文
で
無
い
別
の
言
葉
に
由
る
。

そ
の
言
葉
は
文
章
語
か
ら
選
ん
で
用
ひ
る
。

（
四
）
歌
は
言
葉
の
音
楽
で
あ
る
。
音
楽
化
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
一
首
一

首
に
個
人
的
感
情
を
題
材
と
し
て
言
葉
の
音
楽
を
作
曲
す
る
こ
と
が
歌
の
目

的
の
全
部
で
あ
る
。ヴ
エ
ル
レ
エ
ヌ
は「
詩
は
す
べ
て
音
楽
な
り
」と
云
つ
た
。

　

私
は
右
に
述
べ
た
所
を
批
判
の
標
準
と
し
て
、
常
に
自
分
の
歌
を
作
り
、

ま
た
作
つ
た
自
分
の
歌
を
厳
格
に
取
捨
し
て
ゐ
る
。

　

私
は
今
の
歌
壇
と
交
渉
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
歌
壇
は
私
の
理
想
と
す

る
歌
の
行
き
方
と
殆
ど
全
く
背
馳
し
て
ゐ
る
。
歌
壇
の
歌
は
私
よ
り
見
れ
ば

散
文
化
と
常
識
化
の
甚
だ
し
き
に
堪
へ
な
い
。
ま
た
実
績
の
美
を
挙
げ
な
い

で
、
昭
和
新
人
の
ほ
ん
た
う
の
新
作
を
出
さ
う
と
し
て
、
め
い
め
い
の
お
心

で
鑑
賞
し
、
め
い
め
い
の
音
楽
的
な
言
葉
で
お
作
り
を
願
ひ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
博
く
深
く
読
書
を
し
な
い
事
は
歌
人
俳
人
の
通
弊
で
す
が
、
殊

に
婦
人
は
読
書
力
が
足
ら
な
い
の
で
、
人
生
や
自
然
に
対
す
る
感
じ
方
も
進

歩
せ
ず
、
言
葉
の
蓄
へ
も
貧
弱
に
な
り
が
ち
で
す
。
お
互
に
此
の
通
弊
に
陥

ら
な
い
や
う
に
心
掛
け
て
、
文
学
書
と
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
の
高
級
な
読
書

を
続
け
て
行
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。（
略
）

　

俗
情
は
誰
に
も
あ
り
ま
す
が
、
詩
の
題
材
と
な
る
も
の
は
俗
情
を
排
斥

し
、
忌
避
す
る
心
か
ら
生
れ
ま
す
。
互
に
俗
情
ば
か
り
で
生
れ
て
居
ら
ず
、

そ
れ
以
上
の
感
激
が
時
々
に
体
験
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
詩
に
な
る
感
情
で

す
。
俗
情
は
記
録
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
す
が
、
詩
的
感
情
は
芸
術
品
と

し
て
各
自
の
精
神
的
記
録
と
致
し
た
い
も
の
で
す
。
要
す
る
に
詩
的
感
情
を

豊
か
に
持
ち
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
人
格
の
向
上
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
尊
い

こ
と
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

　

文
学
は
す
べ
て
の
言
葉
で
芸
術
で
す
け
れ
ど
、
中
に
も
歌
は
少
し
の
言
葉

で
深
い
感
情
を
現
す
の
が
目
的
で
す
か
ら
、
歌
の
作
者
は
言
葉
の
味
ひ
と
其

用
ひ
方
と
に
、
特
に
潔
癖
で
あ
り
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
言

葉
を
多
く
知
つ
て
居
て
、
そ
の
言
葉
を
最
も
有
効
に
用
ひ
る
心
掛
が
大
切
で

す
。
折
角
詩
的
感
情
を
持
ち
な
が
ら
、
常
に
言
葉
で
失
敗
致
し
ま
す
。
か
や

う
な
点
に
十
二
分
に
お
考
へ
下
さ
る
や
う
に
願
ひ
ま
す
。「
感
情
も
新
し
く
、

併
せ
て
言
葉
も
新
し
い
」
と
云
ふ
こ
と
が
歌
の
第
一
義
で
す
。
此
事
は
創
作

の
苦
労
を
重
ね
て
お
行
き
に
な
る
と
段
々
と
、
お
解
り
に
な
る
事
と
思
ひ
ま
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ら
な
い
常
識
感
情
が
多
い
。
ま
た
言
葉
の
音
楽
を
作
ら
う
と
す
る
意
識
が
眠

つ
て
居
て
、
洗
練
さ
れ
な
い
粗
硬
な
、
ま
た
擬
古
的
な
、
ま
た
鄙
俗
な
言
葉

が
濫
発
さ
れ
る
。
私
は
此
事
を
遺
憾
に
思
つ
て
ゐ
る
。

　

歌
壇
の
傾
向
な
ど
を
低
く
見
下
し
て
、
自
己
の
歌
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

努
力
、
そ
れ
と
と
も
に
国
語
の
語
感
に
対
す
る
繊
細
な
敏
感
、
ま
た
選
択
し

た
よ
い
国
語
を
用
ひ
、
一
首
ご
と
に
新
し
く
音
楽
化
す
る
こ
と
の
工
夫
、
是

等
の
事
を
作
者
達
に
望
ま
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
。

　

題
材
に
も
個
人
的
発
見
、
言
葉
づ
か
ひ
に
も
個
人
的
発
見
、
こ
の
意
味
で

ほ
ん
た
う
の
歌
を
見
せ
て
頂
き
た
い
。
題
材
に
新
し
い
要
素
が
加
は
り
表
現

に
新
し
い
方
向
が
示
さ
れ
た
歌
を
、
私
は
ど
の
作
者
に
も
期
待
す
る
。

　

三
　
与
謝
野
晶
子
「
短
歌
の
作
り
方
」
と
「
初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
―
「
作

り
方
」
か
ら
逸
脱
す
る
「
添
削
」

　

以
上
の
「
選
者
の
言
葉
」
に
よ
り
、
晶
子
が
新
聞
読
者
、
歌
壇
へ
の
投
稿

者
に
向
け
、
選
歌
の
方
針
と
と
も
に
「
短
歌
の
作
り
方
」
を
繰
り
返
し
示
そ

う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。「
表
現
」
と
「
内
容
・
主
題
」
の
両
面

か
ら
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

表
現　
「
言
葉
」
に
つ
い
て
―
「
言
葉
の
音
楽
」
で
あ
る
こ
と

「
明
晰
と
優
雅
と
清
新
と
を
備
へ
た
言
葉
」
／
「
新
し
い
言
葉
」
／
「
文
語
」

で
、
無
用
の
論
が
先
に
立
ち
、
強
弁
を
用
い
て
他
に
勝
た
う
と
す
る
俗
囂が
う

に

堪
へ
な
い
。
私
の
見
る
所
と
体
験
す
る
所
か
ら
云
へ
ば
歌
は
楽
し
む
も
の
で

あ
る
。
論
ず
る
も
の
で
も
無
け
れ
ば
名
を
求
む
る
た
め
の
も
の
で
も
無
く
、

他
に
勝
た
う
と
し
て
争
ふ
べ
き
も
の
で
も
な
い
。（
つ
ゞ
く
）

選
者
の
言
葉
（
５
）　

昭
和
10
年
（
１
９
３
５
年
）
１
月
21
日
」（
一
〇
～

一
一
頁
）

　
　
　

短
歌
の
作
り
方
（
下
）
／
与
謝
野
晶
子

　

私
は
自
ら
求
め
て
他
の
作
者
の
歌
を
批
評
し
よ
う
と
す
る
者
で
無
い
。
さ

う
云
ふ
自
薦
行
為
を
今
日
ま
で
一
度
も
経
験
し
な
い
。
私
は
此
点
に
極
度
に

謙
虚
で
あ
る
。

　

併
し
選
者
た
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
辞
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
そ
の

任
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。「
讀
賣
」
歌
壇
の
如
き
が
そ
の

一
例
で
あ
る
。

　

さ
う
云
ふ
場
合
に
、
私
は
自
分
の
歌
の
模
倣
を
極
端
に
嫌
つ
て
、
そ
れ
を

採
ら
う
と
し
な
い
。
私
は
飽
迄
も
前
に
述
べ
た
標
準
に
由
つ
て
、
作
者
の
新

し
い
個
人
的
感
情
が
作
者
の
発
見
し
た
新
し
い
言
葉
の
音
楽
と
し
て
完
成
し

て
ゐ
る
も
の
を
の
み
採
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
此
一
年
間
の
「
讀
賣
」
の
歌
に
就
い
て
概
評
を
述
べ
る
と
、
二
三
の

作
者
の
歌
に
は
、
低
級
な
が
ら
も
右
の
標
準
に
合
し
た
個
人
的
特
色
が
次
第

に
現
れ
て
来
た
の
を
、
そ
の
作
者
達
の
た
め
に
喜
ん
で
ゐ
る
。
併
し
概
し
て

他
の
作
者
達
は
、
題
材
に
個
人
的
感
情
の
発
見
が
乏
し
く
、
歌
の
題
材
と
な
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「
文
章
語
」
の
み
を
用
い
る
／
「
よ
い
国
語
」「
作
者
の
発
見
し
た
新
し
い

言
葉
の
音
楽
」

「
散
文
化
」「
洗
練
さ
れ
な
い
粗
硬
な
、
擬
古
的
な
、
ま
た
鄙
俗
な
言
葉
」

の
否
定

「
万
葉
擬
態
の
古
臭
い
言
葉
づ
か
ひ
」「
実
感
に
遠
い
万
葉
風
な
古
語
」
の

否
定

　
「
言
葉
」
の
面
に
お
い
て
は
、「
清
新
」
で
「
新
し
い
言
葉
」
と
、「
文
語
」

で
あ
る
こ
と
が
矛
盾
せ
ず
、「
言
葉
の
音
楽
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、「
文
語
」「
文
章
語
」
と
「
万
葉
風
な
古
語
」
が
峻
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
。

　

内
容
・
主
題　

歌
に
す
べ
き
「
感
情
」
に
つ
い
て
―
「
芸
術
的
感
情
」
で

あ
る
こ
と

「
新
し
い
詩
的
感
情
」「
人
格
の
向
上
」
／
「
個
人
的
な
発
見
」「
何
等
か
の

新
し
い
発
見
」
の
あ
る
こ
と
。

「
常
識
的
な
感
情
」「
常
識
化
」「
自
分
（
晶
子
自
身
）
の
歌
の
模
倣
」
の
否

定
／
「
俗
情
」
を
排
斥
し
、
忌
避
す
る
心
／
「
歌
壇
の
流
行
な
ど
は
眼
中
に

置
か
な
い
」
姿
勢

　

こ
れ
ら
の
要
点
と
先
に
引
用
し
た
「
与
謝
野
晶
子
篇　

初
歩
の
人
へ
の
添

削
」
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
晶
子
の
「
添
削
」
に
お
い
て
も
、
同
様
の
方

針
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

表
現
、「
言
葉
」
の
面
で
の
作
歌
の
方
針
は
、
添
削
に
お
け
る
05
「
極
め

て
粗
雑
」、
06
「
口
語
を
誤
つ
て
使
つ
た
も
の
」「
言
葉
に
な
ら
ぬ
」、
11
「
言

葉
を
な
さ
な
い
」「
大
さ
う
で
あ
る
」、
15
「
拙
い
言
葉
で
あ
る
」「
大
仰
な

言
ひ
方
」
と
い
っ
た
批
評
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
音
楽
」
と
い
う
言
い
方
も
、
13
「
言
葉
が
詰
ま
つ
て
非
音
楽
的
」
と
い

う
評
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
他
、
03
「
耳
に
聞
こ
え
る
」、
15
「
耳
に
は
聞

え
な
い
」、
14
「
歌
の
調
子
が
よ
く
な
つ
た
筈
で
あ
る
」
な
ど
の
聴
覚
を
意

識
し
た
批
評
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

20
「
余
り
に
古
臭
い
言
葉
を
並
べ
て
あ
る
だ
け
と
し
か
人
は
受
け
取
ら
な

い
」
に
は
、
言
葉
遣
い
の
「
古
臭
さ
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
散
文
」
で
は
な
い
表
現
を
求
め
る
、
12
「
散
文
通
り
に
字
余
り

を
構
は
ず
使
ふ
の
は
宜
し
く
な
い
」、
16
「
字
余
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程

の
必
要
を
私
は
認
め
な
い
」
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
。
05
「
文
法
通
り
に
解

す
れ
ば
」
と
い
っ
た
指
摘
は
「
よ
い
国
語
」
に
準
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
選
者
の
言
葉
」
に
お
い
て
、「
言
葉
の
不
備
な
た
め
に
十
分
な
表

現
を
得
て
ゐ
な
い
や
う
な
お
歌
に
対
し
、
私
が
少
し
筆
を
加
へ
る
こ
と
の
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
初
歩
の
人
へ
の
添
削
」
に
お
い
て
も
、
同
様
の

例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

01
「
云
ひ
た
い
筈
の
作
者
の
心
が
よ
く
出
な
い
」、
02
「
言
葉
は
必
要
の

な
い
限
り
は
省
略
し
て
効
果
の
多
い
句
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」、
03
「
確
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06
「
私
は
作
者
の
心
も
ち
だ
け
を
尊
重
し
て
こ
ん
な
風
に
直
し
て
見
た

の
で
あ
る
」

07
「
人
間
と
云
ふ
言
葉
を
加
へ
た
ら
い
い
と
思
つ
た
」

09
「
私
は
幸
福
で
あ
る
と
云
は
せ
て
し
ま
つ
た
」

い
ず
れ
も
、
晶
子
自
身
の
私
見
で
「
私
は
」「
思
つ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、

「
筆
を
加
へ
」
た
添
削
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
12
「
女
の
歌
は
殊
に
誤
解
さ
れ
易
い
言
葉
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い

た
め
に
、
こ
の
身
を
心
と
改
め
た
」
と
い
う
指
摘
も
、
晶
子
の
作
歌
に
お
い

て
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
現
代
歌
人
協
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
』
松
平
盟
子　

司
会
・
笹
公

人
」（
前
掲
）
に
お
い
て
、『
み
だ
れ
髪
』
の
「
下
京
や
紅
屋
が
門
を
く
ぐ
り

た
る
男
か
わ
ゆ
し
春
の
夜
の
月
」
や
、「
春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と

ち
か
ら
あ
る
乳
を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ
」
の
改
作
を
め
ぐ
り
、「
こ
れ
は
改
悪
」

「
年
齢
を
重
ね
て
力
量
を
つ
け
れ
ば
歌
も
改
良
さ
れ
る
か
と
聞
か
れ
た
ら
、

そ
う
と
は
限
ら
な
い
」（
九
二
頁
）
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
『
み
だ
れ
髪
』
の
改
作
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
「
與
謝
野
晶
子
『
み
だ

れ
髪
』
の
成
立
―
『
み
だ
れ
髪
』
同
時
代
評
、
與
謝
野
晶
子
と
夏
目
漱
石
の

表
現
比
較
」（「
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
紀
要
」
第
九
号　

二
〇
〇
〇
年
三
月　

一
～
二
〇
頁
）
に
お
い
て
、
同
時
代
に
『
み
だ
れ
髪
』

が
苛
烈
な
批
判
を
受
け
た
表
現
を
意
図
的
に
改
め
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

そ
れ
は
ま
さ
に
、「
女
の
歌
は
殊
に
誤
解
さ
れ
易
い
言
葉
を
避
け
ね
ば
な
ら

か
に
読
者
へ
通
じ
な
い
」、
17
「
あ
や
ふ
や
な
言
葉
で
あ
る
」
な
ど
の
指
摘

が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
16
「
悲
し
か
ら
ず
や
、
な
ど
と
云
つ
て

し
ま
つ
て
は
面
白
味
は
な
く
な
る
」
と
し
て
「
悲
し
か
ら
ず
や
」
を
除
く
添

削
を
し
て
い
る
の
も
、「
自
分
の
歌
の
模
倣
」
へ
の
忌
避
に
よ
る
も
の
を
思

わ
せ
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

　

内
容
・
主
題
に
つ
い
て
は
、「
言
葉
」
の
添
削
と
重
な
る
部
分
が
多
く
、

分
析
が
難
し
い
面
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
09
「
短
く
云
つ
て
却
つ
て
強
く
響

く
場
合
も
あ
る
」、
11
「
此
処
は
軽
く
云
つ
て
置
く
方
が
い
い
の
で
あ
る
」

の
よ
う
に
、
省
筆
す
る
こ
と
で
、「
強
く
響
く
」
効
果
に
つ
い
て
説
明
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
、
13
「
是
れ
だ
け
で
も
解
る
」、
02
「
自
分
が
見
て
ゐ
る

と
云
ふ
よ
り
も
、
見
て
ゐ
る
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
と
云
ふ
方
が
効
果
的
な
の

で
あ
る
」、04
「
自
己
の
状
態
を
現
は
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
し
た
」、10
「
今

即
ち
現
在
と
云
ふ
言
葉
を
入
れ
る
こ
と
で
哀
感
が
出
せ
た
と
思
つ
て
ゐ

る
」、
15
「
自
己
の
希
望
を
云
つ
た
だ
け
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
置
く
方

が
い
い
」
と
い
っ
た
、
明
言
し
た
方
が
よ
い
と
す
る
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
上
述
の
よ
う
な
「
短
歌
の
作
り
方
」
だ
け
で
は
説
明
し
得
な
い

以
下
の
よ
う
な
「
添
削
」
も
施
さ
れ
て
い
る
。

03
「
長
い
病
気
の
初
め
に
は
必
ず
医
師
の
診
断
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
ら

う
と
し
て
私
は
か
う
直
し
て
見
た
」

04
「
自
己
の
状
態
を
現
は
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
し
た
」

05
「
私
は
雨
が
嵐
に
な
つ
た
こ
と
に
若
葉
が
驚
く
と
云
ふ
こ
と
に
少
し

の
面
白
さ
が
あ
る
と
思
つ
て
筆
を
加
へ
て
見
た
の
で
あ
る
」
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短歌「添削」指導考（二）

　

お
わ
り
に
―
「
添
削
」
の
是
非

　
「
現
代
歌
人
協
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
一
回『
斎
藤
茂
吉
』小
池
光　

司
会
・
石
川
美
南
」（『
歌

壇
』
第
三
二
巻
七
号　

本
阿
弥
書
店　

平
成
三
〇
年
七
月　

七
二
～
八
三

頁
）
に
お
い
て
、
与
謝
野
鉄
幹
の
「
添
削
」
が
、
斎
藤
茂
吉
と
の
比
較
で
以

下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
原
）
い
た
つ
き
に
身
ご
も
る
夜
の
明
け
近
く
諏
訪
の
森
辺
に
ほ
と
と

ぎ
す
な
く

（
改
）
い
た
つ
き
に
こ
も
り
居
る
夜
の
明
け
近
く
諏
訪
の
森
辺
に
ほ
と

と
ぎ
す
な
く

　

一
読
し
て
す
ぐ
わ
か
る
欠
点
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
。「
身
ご
も
る
」

と
い
う
動
詞
で
す
よ
。
赤
ち
ゃ
ん
を
胎
内
に
身
籠
る
、
な
わ
け
で
、
こ

う
い
う
場
合
、
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す
ね
。「
こ
も

り
居
る
」
に
直
し
て
あ
と
は
直
さ
な
い
。
茂
吉
の
添
削
は
思
っ
た
以
上

に
あ
っ
さ
り
し
て
ま
す
ね
。
一
箇
所
直
す
と
、
こ
こ
も
こ
こ
も
と
次
々

に
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
触
ら
な
い
で
、
一
箇
所

だ
け
直
し
て
、
人
を
傷
つ
け
な
い
。
私
が
聞
い
た
な
か
で
一
番
す
ご
い

添
削
は
与
謝
野
鉄
幹
で
す
よ
。
高
村
光
太
郎
が
、毎
月
鉄
幹
に
送
る
と
、

全
く
別
の
歌
に
な
っ
て
自
分
の
歌
と
は
思
え
な
い
と
い
う
（
笑
）。
一

な
い
た
め
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、21
「
形
や
や
と
と
の
ひ
初
め
て
わ
が
藤
の
若
紫
に
な
び
く
朝
か
な
」

の
添
削
も
興
味
深
い
。「
原
作
」
の
「
か
た
ち
や
や
と
と
の
ひ
初
め
し
棚
の

藤
若
葉
紫
に
に
ほ
ひ
こ
ぼ
る
る
」に
あ
る
実
景
と
し
て
の「
藤
棚
」の「
若
葉
」

で
は
な
く
、「
わ
が
藤
」
と
し
て
、「
若
紫
」
を
添
削
に
用
い
、「
若
紫
と
云

ふ
言
葉
が
色
の
艶
や
か
さ
も
既
に
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
藤

の
動
い
て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
朝
で
あ
る
こ
と
を
私
は
添
へ
て
見
た
」
と
し

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
若
紫
」
か
ら
の
着
想
が
看
取
さ

れ
る
。

　
「
い
み
じ
く
生お

ひ
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容か
た
ち貌

な
り
」

"

若
紫（
源
氏
物
語
） 206

ペ
ー
ジ", 

新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集,

 JapanK
now

ledge, https://japanknow
ledge.com

, (
参
照 2021-10-25)

　
「
姫
君
の
何
ご
と
も
あ
ら
ま
ほ
し
う
と
と
の
ひ
は
て
て
、
い
と
め
で
た
う

の
み
見
え
た
ま
ふ
を
（
略
）
男
君
は
と
く
起
き
た
ま
ひ
て
、
女
君
は
さ
ら

に
起
き
た
ま
は
ぬ
朝あ
し
たあ

り
」

"

葵（
源
氏
物
語
） 71

～72

ペ
ー
ジ", 

新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集,

 JapanK
now

ledge, https://japanknow
ledge.com

, (

参
照 2021-10-25)

「
か
た
ち
」「
と
と
の
ひ
」「
朝
」
と
い
う
用
語
か
ら
は
、
明
ら
か
に
「
若
紫
」

が
連
想
さ
れ
、「
な
び
く
」
と
い
う
藤
の
動
き
に
は
、
こ
の
場
面
の
源
氏
の

心
情
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
得
る
の
で
あ
る
。「
添
削
」
に
よ
っ

て
、「
原
作
」
の
意
図
か
ら
飛
躍
・
逸
脱
し
、「
晶
子
ら
し
い
」
古
典
的
情
緒

を
描
い
て
み
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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加藤美奈子

番
す
ご
い
添
削
は
、「
青
」
と
い
う
字
だ
け
残
し
て
全
部
違
う
。
い
く

ら
な
ん
で
も
こ
れ
は
ひ
ど
い
と
、高
村
光
太
郎
は
「
明
星
」
を
や
め
る
。

そ
う
い
う
添
削
の
在
り
方
も
あ
る
が
、
茂
吉
は
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
指
摘
し

て
終
わ
り
。
そ
の
典
型
で
す
よ
。（
七
三
頁
）

「
一
箇
所
だ
け
直
し
て
、
人
を
傷
つ
け
な
い
」
添
削
が
是
と
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、「
添
削
」
は
「
人
を
傷
つ
け
」
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
高
村
光
太
郎
の
こ
と
も
事
実
と
異
な
る
言
及
が
さ
れ
て
い
る
が
、

次
稿
で
論
じ
る
。

　

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
分
担
し
て
い
る
。
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短歌「添削」指導考（二）


