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光
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短
歌
「
添
削
」
指
導
考
（
三
）

―
与
謝
野
寛
・
晶
子
の
添
削
指
導
例
、
寛
と
高
村
光
太
郎

―

加

藤

美
奈
子
（
生
活
実
践
科
学
科
）

一　

は
じ
め
に
―
加
藤
守
雄
『
わ
が
師　

折
口
信
夫
』、「
現
代
」
短
歌

前
稿
に
お
い
て
は
、
近
代
の
歌
人
、
特
に
与
謝
野
晶
子
に
よ
る
「
添
削
指
導
」

の
例
を
挙
げ
、
歌
人
の
添
削
が
と
き
に
添
削
者
自
身
の
創
作
意
図
に
よ
り
、
詠

み
手
の
意
図
に
よ
ら
ず
一
首
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
言
及

し
た

（
注
１
）。

晶
子
は
、「
俗
情
」
を
排
斥
し
、「
人
格
の
向
上
」
を
創
作
に
求
め

た
（
注
２
）

が
、
釈
迢
空
・
折
口
信
夫
の
「
歌
会
」
で
の
指
導
は
さ
ら
に
求
道
的

な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

「
と
り
ふ
ね
社
」
は
、
毎
月
一
回
歌
会
を
開
い
て
い
た
が
、
近
頃
（
引

用
者
注
―
昭
和
一
八
年
頃
）
は
会
場
が
さ
が
し
に
く
く
な
っ
て
、
国
学
院
大

学
の
教
室
を
借
り
た
り
、
先
生
の
家
に
集
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。普

通
は
、
高
点
を
得
た
作
者
は
大
い
ば
り
で
い
ら
れ
る
の
だ
が
、「
と

り
ふ
ね
社
」
で
は
、
逆
だ
っ
た
。
高
点
の
作
者
は
、
先
輩
連
か
ら
大
衆
作

家
と
さ
ん
ざ
ん
に
や
っ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
上
、
先
生
か
ら
致
命
的
な
痛
棒

を
く
ら
わ
さ
れ
る
。
言
わ
れ
て
見
れ
ば
、
態
度
が
甘
か
っ
た
り
、
は
っ
た

り
が
見
え
た
り
、
技
巧
で
ご
ま
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
。
作
者
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
作
品
に
点
を
入
れ
た
者
ま
で
、
い
た
た
ま
れ
な
い
思
い
に

な
る
。

だ
か
ら
、
自
分
の
歌
が
高
点
に
選
ば
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
絶
望

的
に
な
っ
た
。
折
口
先
生
の
批
評
は
、
二
、
三
分
の
短
い
も
の
だ
が
、
歌

の
中
に
か
く
さ
れ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
秘
密

―
心
の
秘
密
も
生
活
の
秘
密

も
、
容
赦
な
く
え
ぐ
り
だ
し
て
、
き
び
し
い
鞭
が
と
ぶ
。
恥
し
さ
に
、
顔
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毎
年
そ
う
し
た
歌
を
集
め
て
、『
と
り
ふ
ね
集
』
と
い
う
合
同
歌
集
が

編
ま
れ
て
い
た
。
全
員
が
五
十
首
ず
つ
自
選
し
て
提
出
し
、
そ
れ
に
先
生

が
目
を
通
し
て
、
選
ば
れ
る
。（
略
）
二
度
、
三
度
、
歌
を
提
出
し
直
さ

せ
た
り
、
生
か
し
得
る
歌
に
は
手
を
加
え
ら
れ
た
。

と
も
か
く
も
、
五
十
名
近
い
「
と
り
ふ
ね
」
会
員
全
部
の
歌
稿
に
目
を

通
し
、
載
録
歌
の
ほ
と
ん
ど
に
朱
筆
を
入
れ
ら
れ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、

全
部
先
生
が
作
り
直
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。（

注
４
）

合
同
歌
集
が
自
選
か
ら
の
指
導
者
の
選
歌
、
添
削
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
折
口
の
指
導
は
厳
し
く
綿
密
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
緒
言

を
指
導
者
が
付
し
、「
全
部
先
生
が
作
り
直
し
て
い
る
」
か
の
よ
う
な
歌
集
の

刊
行
は
、
結
社
の
歌
集
に
お
い
て
は
現
在
で
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

一
方
で
、
現
代
の
創
作
短
歌
に
お
い
て
は
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
、
添
削
す
る
側
に
も
「
た
と
え
稚
拙
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
か

す
よ
う
に
す
る
」「
全
体
的
に
意
味
が
わ
か
れ
ば
、
大
き
く
作
り
直
さ
な
い
」

姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。（

注
５
）

過
日
、
現
代
歌
人
・
木
下
龍
也
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
「
情
熱
大
陸
」

で
紹
介
さ
れ
て
い
た
。（

注
６
）

同
サ
イ
ト
に
紹
介
さ
れ
る
「PRO

FILE

」
に
は
、

旧
来
の
「
結
社
」
も
指
導
者
も
な
く
、
詩
人
・
谷
川
俊
太
郎
と
の
対
談
・
作
品

へ
の
好
意
的
な
講
評
の
他
、番
組
に
は
、詠
み
手
と
読
者
と
の
「
共
感
」
に
よ
っ

て
の
み
成
立
す
る
言
葉
の
応
酬
が
主
軸
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
歌
人
に
よ
る

も
あ
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

歌
を
作
っ
て
、
た
の
し
む
気
持
ち
な
ぞ
、
私
は
い
ち
ど
だ
っ
て
味
わ
っ

た
こ
と
が
な
い
。（

注
３
）

加
藤
守
雄
は
長
く
折
口
に
師
事
し
た
が
、
師
弟
関
係
に
は
感
情
の
相
克
が

あ
っ
た
。
回
想
録
で
あ
る
同
書
の
記
述
を
全
て
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
折
口
の
指
導
姿
勢
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
も
開
催
さ
れ
て
い
た
「
歌
会
」
の

場
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。「
歌
が
高
点
に
選
ば
れ
」る
と
、「
大
衆
作
家
」（
引

用
中
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
以
下
同
断
）
と
批
判
さ
れ
る
の
は
、
当
時
と
し

て
も
特
異
な
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
折
口
の
短
歌
の
指
導

は
、「
心
の
秘
密
も
生
活
の
秘
密
も
、
容
赦
な
く
え
ぐ
」
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
も
詩
歌
の
創
作
が
「
心
」
と
「
生
活
」、「
人
格
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
自
明
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
た
の
し
む
気
持
ち
」
が

優
先
さ
れ
る
現
代
の
創
作
の
場
に
あ
っ
て
は
、弟
子
の
「
心
」
を
「
え
ぐ
り
だ
」

す
、
こ
の
よ
う
な
指
導
は
容
易
に
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
回
想
に
お
い
て
は
、「
互
選
」
の
実
際
に
言
及
さ
れ
て
い
る
点

で
も
興
味
深
い
。
匿
名
に
よ
り
「
互
選
」
し
講
評
し
あ
う
こ
と
は
歌
会
で
は
一

般
的
だ
が
、
わ
か
り
や
す
く
「
共
感
」
を
得
や
す
い
作
品
が
選
ば
れ
る
傾
向
に

あ
り
、「
大
衆
作
家
」
と
い
う
批
判
は
極
端
な
例
だ
と
し
て
も
、「
高
点
を
得
た

作
者
」
が
「
大
い
ば
り
」
と
な
る
よ
う
な
「
楽
し
い
」
歌
会
は
、
読
み
手
に
迎

合
し
よ
う
と
す
る
「
俗
情
」
に
陥
る
可
能
性
と
表
裏
で
あ
ろ
う
。

折
口
の
添
削
指
導
の
一
端
は
、
以
下
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
て
い
る
。
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ざ
と
そ
ん
な
こ
と
ば
を
使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。（
前
掲
同
、
一
七
～
一
八
頁
）

前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に

（
注
８
）、近

代
短
歌
の
革
新
運
動
は
、「
宗
匠
主
義
」

の
否
定
に
立
脚
し
て
い
た
が
、春
洋
は
、「
文
学
」
と
し
て
の
「
抽
象
的
な
理
論
」

を
嫌
う
一
方
、
歌
を
「
食
え
る
」
よ
う
に
な
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
短
歌
を

指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
歌
の
宗
匠
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
「
諦
め
」

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

香
川
県
で
「
令
和
相
聞
歌
」
を
公
募
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
目
に
し
た
。「
愛
す

る
人
や
恋
人
へ
の
想
い
な
ど
を
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
由
に
表
現
し
て
く

だ
さ
い
。
字
数
は
80
字
以
内
と
し
ま
す
」
と
あ
る
が
、前
年
度
の
「
最
優
秀
賞
」

は
短
歌
形
式
の
作
品
で
あ
る
。
選
歌
の
方
法
が
、「
１
次
選
考
通
過
作
品
（
50

点
程
度
）
を
サ
イ
ト
に
掲
載
」
し
、「
サ
イ
ト
上
で
人
気
投
票
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
考
慮
し
た
う
え
で
最
終
選
考
を
行
い
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
人
気

投
票
」
に
よ
る
選
考
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。（

注
９
）

先
の
「
情
熱
大
陸
」
の
サ
イ

ト
に
「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
31
音
の
短
い
調
べ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
の
相
性
も
よ

く
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
気
投
票
」
に
よ
り
作
品
の
優
劣
が
決

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
の
相
性
」
は
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
先
の
「
令
和
相
聞
歌
」
も
、「
人
気
投
票
」
を
「
考
慮
し
た
う
え
で
最
終

選
考
」
を
実
施
す
る
と
し
て
、
俳
人
・
歌
人
・
和
歌
研
究
者
の
「
選
考
委
員
」

の
紹
介
を
掲
載
し
て
い
る
。「
人
気
」
の
あ
る
作
品
が
必
ず
し
も
秀
作
で
な
い

こ
と
は
、
創
作
の
現
場
で
は
屡
々
実
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。

入
門
書
『
天
才
に
よ
る
凡
人
の
た
め
の
短
歌
教
室
』（
二
〇
二
〇
年
）
に
は
、「
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
て
ほ
し
い
」「
メ
ジ
ャ
ー
」
と
し
て
「
穂
村
弘
」、「
王
道
」
と

し
て
「
吉
川
宏
志
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
注
７
）

が
、
古
典
和
歌
・
近
代
歌
人

の
名
前
は
な
く
、
こ
の
歌
人
に
よ
る
現
代
「
短
歌
」
は
、
も
は
や
一
切
の
伝
統
、

し
が
ら
み
と
規
矩
か
ら
解
放
さ
れ
た
場
所
で
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

二
歌
集
『
き
み
を
嫌
い
な
奴
は
ク
ズ
だ
よ
』（
二
〇
一
六
年
）
の
タ
イ
ト
ル
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
読
者
へ
の
寄
り
添
い
・
励
ま
し
を
主
題
と
し
た
作
品
を
、

「
あ
な
た
の
た
め
の
短
歌
一
首
」
と
し
て
「
購
入
者
か
ら
メ
ー
ル
で
届
く
お
題

で
短
歌
を
つ
く
り
（
略
）
封
筒
で
送
る
」
と
い
う
「
短
歌
の
個
人
販
売
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」を
実
施
し
て
い
る
。
同
番
組
に
よ
れ
ば
、「
一
首
税
込
み
一
一
〇
〇
〇
円
」

で
五
〇
〇
首
ほ
ど
が「
販
売
」さ
れ
た
と
い
う
。「
大
衆
作
家
」と
い
う
批
判
は
、

こ
の
歌
人
に
と
っ
て
は
も
は
や
褒
詞
で
あ
ろ
う
が
、
歌
を
詠
む
こ
と
を
「
楽
し

い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
、
加
藤
守
雄
の
回
想
と
重

な
る
。

折
口
の
弟
子
で
養
子
で
も
あ
っ
た
歌
人
・
折
口
春
洋
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐

し
た
と
い
う
。

「
歌
の
宗
匠
を
し
た
っ
て
食
え
る
か
ら
」

自
嘲
の
こ
と
ば
で
は
な
い
。
歌
に
対
す
る
春
洋
さ
ん
の
自
信
が
、
そ
う

言
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。（
略
）
そ
れ
に
し
て
も
、宗
匠
と
言
う
こ
と
ば
に
は
、

さ
び
し
い
諦
め
が
感
じ
ら
れ
る
。春
洋
さ
ん
は
、わ
た
し
た
ち
が
文
学
々
々

と
さ
わ
ぐ
の
を
、
抽
象
的
な
理
論
の
遊
び
と
し
て
嫌
っ
て
い
た
か
ら
、
わ
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作
品
へ
の
添
削
は
な
く
、
二
重
圏
点
が
添
え
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
総
評
に

と
ど
ま
り
、「
宗
全
籠
」と
い
っ
た
茶
人
好
み
の
趣
向
や
、ア
カ
マ
パ
ン
ス
と
い
っ

た
洋
花
の
呼
称
に
は
批
判
も
評
価
も
さ
れ
て
い
な
い
。

「
晶
子
添
削
、小
金
井
喜
美
子
原
稿
『
丹
後
詠
草
』
昭
和
1
2
年
（
1
9
3

7
）」断

崖
の
つ
ゝ
じ
山
藤
色
そ
へ
ぬ
丹
後
の
由
良
の
紺
青
の
海

日
と
風
に
沖
は
金
色
銀
色
す
汀
は
藍
の
濃
淡
の
い
ろ

色
見
本
の
や
う
に
も
と　

思
は
れ
る

由
良
港
袖
ぬ
る
ゝ
か
な
語
り
つ
ぐ
人
質
船
の
よ
り
し
は
い
づ
こ

い
と
あ
は
れ
な
り

「
小
金
井
喜
美
子

（
注
11
）「

丹
後
詠
草
」『
冬
柏
』
第
8
巻
第
6
号　

昭
和
1
2

年
（
1
9
3
7
）
6
月
」
で
は
、「
添
削
の
歌
の
上
に
朱
書
き
で
「
ｍ
」
字
状

の
三
重
丸
が
付
け
ら
れ
た
歌
だ
け
を
掲
載
し
て
い
る
」（

注
12
）

断
崖
の
つ
つ
じ
山
藤
色
そ
へ
ぬ
丹
後
の
由
良
の
紺
青
の
海

由
良
港
い
と
あ
は
れ
な
り
語
り
つ
ぐ
人
質
船
の
よ
り
し
は
い
づ
こ

『
冬
柏
』
に
お
い
て
は
、
三
重
圏
点
の
施
さ
れ
た
歌
を
残
し
、
晶
子
の
添
削

に
よ
り
修
正
し
た
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
。
圏
点
が
な
く
、「
色
見
本
の
や
う
」

と
批
判
さ
れ
て
い
る
一
首
は
除
か
れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿
に
つ
づ
き
、
近
代
歌
人
・
与
謝
野
晶
子
ら
に
よ
る

短
歌
の
添
削
指
導
の
実
例
を
示
す
。「
現
代
短
歌
」
と
の
隔
絶
を
思
う
一
方
、

新
た
な
創
作
指
導
に
繋
が
る
可
能
性
を
稿
者
は
見
出
せ
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。二　

与
謝
野
寛
・
晶
子
の
「
添
削
」
指
導
―
堺
市
博
物
館
所
蔵　

自
筆
原
稿

堺
市
博
物
館
編
「『
明
星
』
創
刊
120
年
・『
冬
柏
』
創
刊
90
年
記
念　

企
画
展

　
「『
冬
柏
』
―
『
明
星
』
の
精
神
を
貫
い
た
理
想
郷
―
」（
堺
市
博
物
館
、
令

和
二
年
一
二
月
五
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
堺
市
博
物
館
所
蔵
、
与
謝
野
寛
・
晶

子
添
削
に
よ
る
自
筆
原
稿
に
よ
り
、
添
削
指
導
の
具
体
例
を
示
す
。（

注
10
）

「
寛
と
晶
子
の
朱
字
で
書
か
れ
た
添
削
指
導
」
と
し
て
以
下
の
原
稿
が
あ
る
。

「
晶
子
・
寛
添
削
、
丹
羽
俊
彦
原
稿　

年
代
不
明
」

◎
紫
の
夏
丹
前
は
宗
全
の
籠
に
挿
し
た
る
ア
カ
マ
パ
ン
ス
か

著
述
、
何
れ
も
歌
人
臭
な
く
て
、
新
味
を
ほ
の
か
な
が
ら
感
じ
、
大
に
驚

き
申
し
候
。
こ
の
調
子
に
て
表
皮
を
去
り
、
中
の
珠
玉
を
追
々
に
お
見
せ

下
さ
れ
度
候
。
寛　

晶
子

晶
子
と
の
連
名
に
よ
る
評
だ
が
、手
跡
は
寛
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

「
歌
人
臭
」
を
忌
避
し
、「
新
味
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
評
言
だ
が
、
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こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。

ま
た
、「
歌
人
臭
」
の
な
い
こ
と
を
寛
が
評
価
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

旧
稿

（
注
14
）

に
お
い
て
、「
小
日
山
直
登
（
満
鉄
総
裁
）」（

注
15
）

へ
の
寛
の
自
筆

添
削
原
稿
を
紹
介
し
た
が
、
小
日
山
の
歌
集
『
黄
塵
』（
昭
和
六
年
）
の
「
黄

塵
序
」
に
お
い
て
も
、
寛
は
「
君
の
歌
に
現
れ
た
誠
実
と
雅
懐
と
を
尊
敬
し
、

併
せ
て
其
の
専
門
歌
人
臭
の
無
い
の
を
喜
ん
だ
」
と
評
価
し
て
い
る
。（

注
16
）

前
述
の
加
藤
守
雄
は
、「
身
に
つ
い
た
粉
飾
が
捨
て
切
れ
な
い
」
こ
と
に
停

滞
し
、「
愚
直
に
な
る
こ
と
だ
け
が
、
私
た
ち
の
目
標
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て

い
る

（
注
17
）。「

専
門
歌
人
」
特
有
の
粉
飾
や
技
巧
を
忌
避
し
、「
誠
実
」
を
作
品

に
求
め
る
姿
勢
は
、
表
現
が
「
人
格
」
と
関
わ
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
時
代

ら
し
い
評
価
の
あ
り
方
で
あ
る
。

三　

与
謝
野
寛
と
高
村
光
太
郎
―
「
添
削
」
指
導
を
め
ぐ
っ
て

前
稿
の
末
尾
に
お
い
て
、
斎
藤
茂
吉
と
与
謝
野
鉄
幹
の
添
削
を
め
ぐ
る
対
談

の
発
言
内
容
・
評
価
に
疑
義
の
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た

（
注
18
）。

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
（
引
用
者
注

―
歌
人
・
小
池
光
）
が
聞
い
た
な
か
で
一
番
す
ご
い
添
削
は
与
謝
野
鉄
幹

「
晶
子
添
削
、丹
羽
安
喜
子

（
注
13
）

原
稿
「
う
つ
ぼ
草
」
昭
和
1
2
年
（
1
9

3
7
）」

七
月
よ
り
の
雑
詠　

丹
羽
安
喜
子

う
つ
ぼ
草
少
し
の
風
に
お
の
ゝ
き
て
紫
散
ら
す
七
月
の
山

を　
　
　
　
　
　
　
　

山
荘
の
土

霧
こ
む
る
こ
の
朝
荘
の
古
松
に
ほ
と
と
ぎ
す
来
て
高
声
に
啼
く

な
り　

高　
　
　
　
　
　
　
　

は
や
り
か

仮
名
遣
い
の
修
正
の
他
、「
七
月
の
山
」
を
「
山
荘
の
土
」
と
、「
紫
」
と
の

色
彩
の
対
比
・
描
写
が
生
き
る
よ
う
表
現
を
変
え
て
い
る
。
ま
た
、「
高
声
に
」

が
歌
語
と
し
て
は
な
じ
み
に
く
い
た
め
か
、「
は
や
り
か
」
と
し
て
い
る
。

「
丹
羽
安
喜
子
「
う
つ
ぼ
草
」『
冬
柏
』
第
8
巻
第
9
号　

昭
和
1
2
年
（
1
9

3
7
）
9
月
」
に
は
以
下
に
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

う
つ
ぼ
草　

丹
羽
安
喜
子

う
つ
ぼ
草
少
し
の
風
に
を
の
の
き
て
紫
散
ら
す
山
荘
の
土

霧
こ
む
る
朝
な
り
荘
の
高
松
に
ほ
と
と
ぎ
す
来
て
は
り
や
か
に
啼
く

い
ず
れ
も
三
重
圏
点
の
歌
で
あ
り
、
晶
子
の
添
削
後
の
表
現
で
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
結
社
に
お
い
て
は
、
指
導
者
の
選
歌
・
添
削
に
よ
り
機
関
誌
に
載
せ
る
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「
鉄
幹
の
朱
筆
」
す
な
わ
ち
、「
添
削
」
が
収
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
光
太
郎

自
身
の
歌
が
確
立
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

光
太
郎
自
身
の
回
想
と
し
て
、大
正
一
三
年
一
一
月
『
明
星
』
に
載
っ
た
「
工

房
よ
り
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。（

注
19
）

与
謝
野
先
生
に
お
見
せ
し
た
ら
削
ら
れ
て
し
ま
ふ
歌
ば
か
り
だ
か
ら
、
最

近
の
を
五
十
首
ば
か
り
だ
し
ぬ
け
に
自
分
が
貰
つ
た
積
で
居
る
此
の
頁
へ

書
き
続
け
て
置
か
う
と
考
へ
た
。
詩
に
燃
え
て
ゐ
る
自
分
も
短
歌
を
書
く

と
又
子
供
の
や
う
に
う
れ
し
く
な
る
。（
略
）
こ
こ
に
は
短
歌
形
式
を
知

悉
し
た
も
の
の
自
在
な
こ
こ
ろ
、
落
ち
着
い
た
自
身
と
い
っ
た
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。
短
歌
で
は
詩
の
表
現
の
裏
側
に
潜
む
か
う
い
ふ
レ
ア
リ
テ
か

ら
進
み
た
く
な
つ
た
。

こ
の
「
五
十
首
ば
か
り
」
の
作
品
に
は
、「
生
き
の
身
の
き
た
な
き
と
こ
ろ

ど
こ
に
も
な
く
乾
き
て
か
ろ
き
こ
の
油
蝉
」、「
羽
を
彫
り
眼
だ
ま
を
彫
れ
ば
木

の
蝉
も
じ
つ
と
息
し
て
夕
闇
に
は
ふ
」
が
あ
り
、「
短
歌
世
界
に
お
け
る
写
生
、

写
実
の
風
の
影
響
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
生
活
に
か
か
わ
る
現

実
性
と
い
う
こ
と
も
『
蝉
』
一
連
の
作
に
は
反
映
し
て
い
よ
う
。（
略
）
光
太

郎
の
関
心
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
そ
の
目
と
そ
の
手
（
表
現
）
と
が
い
さ
さ
か

も
狂
う
こ
と
な
く
か
み
合
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ア
リ
テ
を
支
え
て
確
か
で
あ

る
」（

注
20
）

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
与
謝
野
先
生
に
お
見
せ
し
た
ら
削
ら
れ
て

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
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
。

「
私
が
聞
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
講
話
に
よ
る
「
講
演
録
」
で
は
あ
る
が
、

高
村
光
太
郎
が
「
明
星
」
を
や
め
た
原
因
に
、
鉄
幹
の
「
添
削
」
が
あ
る
か
の

よ
う
な
言
及
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
掲
載
誌
の
専
門
性
と
あ
わ
せ
看
過
で
き

な
い
部
分
が
あ
る
。

安
藤
靖
彦
『
日
本
近
代
詩
論　

高
村
光
太
郎
の
研
究
』（
明
治
書
院　

平
成

一
三
年
）「
一　

光
太
郎
の
短
歌
」
に
お
い
て
も
、「
光
太
郎
に
あ
っ
て
『
明
星
』

は
鉄
幹
の
朱
筆
を
通
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
朱
筆
に
対
す
る
な
に
が
し
か
の
抵

抗
と
い
う
形
の
中
で
意
味
を
持
っ
た
」（
同
、
七
四
頁
）
と
、
鉄
幹
に
よ
る
「
添

削
」
に
、
光
太
郎
の
「
抵
抗
」
の
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
光
太
郎
の
短
歌
」
は
、
以
下
に
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
九
年
二
月
三
日
、
光
太
郎
は
横
浜
を
出
帆
、
ア
ゼ
ニ
ア
ン
号
の
客

と
な
っ
た
。
こ
の
航
海
か
ら
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
生
活
を
反
映
し
た
歌

四
十
四
首
が
翌
年
一
月
の
『
明
星
』
に
載
る
。
こ
の
時
の
作
歌
以
降
、
鉄

幹
の
朱
が
ほ
と
ん
ど
収
ま
っ
て
、
光
太
郎
の
自
ら
の
も
の
と
す
る
。（
同
、

七
八
頁
）
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謂
「
虎
の
鉄
幹
」
時
代
の
先
生
を
親
し
く
知
ら
な
い
。「
明
星
」
以
後
に

お
け
る
先
生
の
天
才
主
義
に
よ
る
斯
界
の
鼓
舞
は
、
能
く
十
年
の
絢
爛
な

詩
歌
黄
金
時
代
を
現
前
せ
し
め
た
。又
実
際
に
天
才
晶
子
夫
人
を
発
見
し
、

も
り
た
て
、
誘
導
し
て
、
日
本
文
学
上
の
一
奇
蹟
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

先
生
は
又
実
に
篤
学
の
士
で
あ
つ
て
学
問
に
対
す
る
熱
烈
な
欲
求
は
、
常

に
後
進
に
向
つ
て
漏
ら
さ
れ
る
言
葉
で
あ
つ
た
。「
古
典
全
集
」
刊
行
の

挙
も
亦
此
処
に
動
機
が
あ
る
。

追
悼
文
と
い
う
文
脈
に
も
よ
る
が
、
光
太
郎
自
身
は
「
短
歌
壇
上
に
於
け
る

一
種
の
総
ボ
イ
コ
ツ
ト
」
に
与
し
た
も
の
で
は
な
く
、
鉄
幹
の
偉
業
を
疑
い
な

く
賞
賛
し
て
い
る
。

「
高
村
光
太
郎
自
伝
」（
昭
和
四
年
）（

注
22
）

に
は
、
以
下
の
よ
う
に
自
ら
の
歩

み
を
示
し
て
い
る
。

明
治
十
六
年
三
月
、東
京
下
谷
に
生
る
。
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
卒
業
。

与
謝
野
寛
先
生
の
新
詩
社
に
入
り
て
短
歌
を
学
ぶ
。
一
九
〇
六
年
よ
り
一

九
〇
九
年
夏
ま
で
、
紐
育
、
倫
敦
、
巴
里
等
に
滞
在
す
。
真
に
詩
を
書
く

心
を
得
し
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
十
三
年
）
以
後
の
事
な
り
。
一
九
一

四
年
詩
集
「
道
程
」
出
版
。
以
後
詩
集
無
し
。
以
上
。

短
文
の
「
略
歴
」
に
お
い
て
も
、「
与
謝
野
寛
先
生
の
新
詩
社
に
入
り
て
短

歌
を
学
ぶ
」
と
言
及
し
、
特
に
「
与
謝
野
寛
先
生
」
と
敬
意
を
示
し
て
い
る
こ

し
ま
ふ
歌
ば
か
り
」
の
中
に
、
光
太
郎
自
身
の
「
レ
ア
リ
テ
」
を
表
現
し
得
た

実
感
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
鉄
幹
逝
去
の
報
を
受
け
た
光
太
郎
は
、
以
下
の
よ
う
に
追
悼
し
て

い
る
の
で
あ
る
。（

注
21
）

昭
和
十
年
三
月
二
十
六
日
、
北
西
の
烈
風
ふ
き
す
さ
ぶ
午
後
新
聞
社
か
ら

の
電
話
で
、
与
謝
野
寛
先
生
が
今
朝
八
時
五
十
五
分
に
長
逝
せ
ら
れ
た
事

を
知
つ
た
。（
略
）

お
も
ふ
に
現
代
詩
歌
人
の
中
で
先
生
ほ
ど
悪
意
に
満
ち
た
讒
謗
と
、
意
地

わ
る
く
執
念
ぶ
か
い
排
撃
と
を
曾
て
受
け
た
者
は
さ
う
あ
る
ま
い
。
新
詩

社
創
立
の
頃
に
於
け
る
極
端
な
人
身
攻
撃
、「
明
星
」
刊
行
に
よ
る
負
債

の
山
、
短
歌
壇
上
に
於
け
る
一
種
の
総
ボ
イ
コ
ツ
ト
、
此
等
の
も
の
は
並

大
抵
の
人
を
へ
こ
た
ら
す
に
十
分
な
資
格
を
備
へ
て
ゐ
た
が
、
先
生
の
内

に
存
す
る
矜
持
の
力
は
、
能
く
其
等
の
も
の
ま
で
も
自
己
鍛
錬
の
鉄て

つ

敷ふ

と

し
て
活
用
す
る
の
妙
機
た
ら
し
め
た
。
先
生
の
人
柄
は
近
年
に
及
ん
で
ま

つ
た
く
完
成
の
域
に
達
し
た
。（
略
）

先
生
が
日
本
詩
歌
界
に
曾
て
ま
き
起
し
た
変
革
の
性
質
は
、
ロ
ダ
ン
が
フ

ラ
ン
ス
彫
刻
界
に
曾
て
ま
き
起
し
た
変
革
の
真
意
義
と
相
通
ず
る
も
の
が

あ
る
。
其
は
死
せ
る
も
の
に
生
命
の
鼓
動
を
呼
び
さ
ま
し
め
、
遠
い
も
の

を
近
く
し
、
間
接
の
も
の
を
直
接
に
し
、
人
間
性
の
横
溢
を
そ
の
芸
術
に

齎
し
め
て
全
く
面
目
一
審
の
実
を
挙
げ
た
事
で
あ
る
。
初
期
「
明
星
」
の

所
謂
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
運
動
が
こ
れ
で
あ
る
。
私
は
「
明
星
」
以
前
の
所
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…
…
。
あ
の
人
は
編
集
者
と
し
て
や
つ
て
た
か
ら
、
自
然
会
う
け
ど
ね
、

啄
木
に
興
味
持
つ
て
ど
う
こ
う
つ
て
い
う
こ
と
、
何
ん
に
も
な
か
つ
た
。

だ
か
ら
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
の
人
が
病
気
に
な
る
前
で
す
も
の
ね
。

だ
か
ら
、
啄
木
の
一
番
よ
く
な
い
こ
ろ
を
知
つ
て
る
。

高
見　

啄
木
は
「
明
星
」
か
ら
離
れ
て
い
つ
た
ん
で
す
ね
。

高
村　

そ
う
、「
明
星
」「
ス
バ
ル
」
か
ら
ね
。「
ス
バ
ル
」
の
編
集
な
ん

か
し
て
る
の
も
金
の
た
め
だ
つ
た
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
。
病
気
に
な
つ
て

か
ら
、
あ
の
人
は
う
ん
と
あ
の
人
の
本
領
に
な
つ
た
わ
け
で
ね
、
そ
の
前

は
才
気
走
つ
た
、
何
か
オ
ツ
チ
ヨ
コ
チ
ヨ
イ
み
た
い
な
人
だ
つ
た
ん
で
す

よ
。

高
見　

才
が
非
常
に
キ
ラ
キ
ラ
し
て
る
よ
う
な
…
…
？

高
村　

え
え
。
歌
で
も
ば
か
に
気
の
利
い
た
歌
を
…
…
。
ど
う
し
て
、
あ

と
、
あ
ん
な
に
な
つ
た
か
、
不
思
議
な
く
ら
い
で
す
よ
。
あ
の
こ
ろ
の
こ

と
を
、
さ
つ
ぱ
り
知
ら
な
い
で
す
ね
。
向
う
じ
や
、
近
附
い
て
来
た
ら
し

い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
の
ほ
う
で
受
け
な
か
つ
た
。（
略
）

高
見　

あ
の
時
分
（
引
用
者
注
―
高
村
光
太
郎
が
「
二
十
四
か
五
」
の
頃
。
渡

米
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
）
に
短
歌
を
「
明
星
」
に
送
つ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
か
。

高
村　

え
え
。「
明
星
」
に
は
前
か
ら
や
つ
て
た
け
れ
ど
、
あ
の
前
の
も

の
は
、
自
分
の
も
の
と
思
わ
な
い
ん
で
す
よ
。
与
謝
野
先
生
つ
て
い
う
の

は
、「
明
星
」
調
を
世
の
中
へ
ひ
ろ
め
る
た
め
に
、
集
ま
つ
た
若
い
人
の

歌
を
根
本
的
に
直
し
ち
や
う
ん
で
す
よ
。
ぼ
く
な
ん
か
、
一
字
だ
け
、
自

と
に
注
目
さ
れ
る
。
後
年
に
お
い
て
も
、、「
与
謝
野
寛
、
晶
子
の
短
歌
」（
昭

和
二
五
年
）（

注
23
）

で
、
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

与
謝
野
寛
、
与
謝
野
晶
子
作
の
短
歌
中
、
特
に
愛
誦
さ
れ
る
も
の
、

若
し
く
は
御
記
憶
に
残
れ
る
も
の

大
空
の
ち
り
と
は
い
か
が
お
も
ふ
べ
き
あ
つ
き
涙
の
な
が
る
る
も
の
を

先
生
の
こ
の
う
た
が
今
頭
に
出
て
来
ま
し
た
。
晶
子
女
史
の
に
は
む
ろ

ん
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、今
う
た
の
言
葉
を
思
ひ
出
し
ま
せ
ん
。〔
昭

和
二
五
年
〕

寛
を
「
先
生
」
と
呼
び
、「
晶
子
女
史
」
で
は
な
く
寛
の
歌

（
注
24
）

を
愛
誦
歌

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
光
太
郎
は
寛
に
師
事
し
、
寛
へ
の
敬
意
を
生
涯
抱
い
て

い
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
寛
に
よ
る
添
削
に
よ
り
、「
明
星
」
を

脱
退
し
た
か
に
憶
測
す
る
言
説
は
、
な
ぜ
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

光
太
郎
が
、
高
見
順
と
対
談
し
た
記
録
に
、
以
下
の
よ
う
に
回
想
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。（

注
25
）

わ
が
生
涯

対
談
者　

高
見
順
／
昭
和
三
〇
年
一
一
月
一
五
日
／
中
野
ア
ト
リ
エ
に
て

（
略
）

高
見　

啄
木
に
は
、
お
会
い
に
な
つ
て
る
で
し
ょ
う
。

高
村　

会
つ
て
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
た
だ
何
気
な
く
会
つ
て
る
ん
で
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直
す
け
れ
ど
、
先
の
よ
う
な
ひ
ど
い
直
し
方
は
し
な
く
な
つ
た
。

高
見　

そ
れ
じ
や
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
送
ら
れ
て
「
明
星
」
に
の
つ
た

の
は
、
あ
な
た
が
お
作
り
に
な
つ
た
ま
ま
の
も
の
で
す
ね
。

高
村　

え
え
、
あ
の
時
か
ら
い
く
ら
か
自
分
の
も
の
で
す
。「
太
古
の
民
」

あ
れ
な
ん
か
船
の
中
で
書
い
た
ん
で
す
。た
だ
向
う
へ
行
つ
て
か
ら
は
ね
、

朝
、
眼
が
さ
め
て
、
夜
、
寝
る
ま
で
、
勉
強
し
て
た
ん
で
す
。
そ
う
そ
う
、

イ
プ
セ
ン
に
凝
つ
ち
や
つ
て
ね
。

右
の
光
太
郎
の
対
談
に
よ
る
「『
白
』
つ
て
い
う
字
が
入
つ
て
た
か
ら
、
こ
れ

は
自
分
の
歌
か
、
と
思
う
く
ら
い
」
と
い
う
回
想
が
、「『
青
』
と
い
う
字
だ
け

残
し
て
全
部
違
う
」
と
聞
き
伝
え
ら
れ
、「
明
星
」
を
光
太
郎
が
脱
退
し
た
か

の
よ
う
な
事
実
と
異
な
る
伝
聞
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。光
太
郎
は
、

確
か
に
「
誰
が
見
た
つ
て
お
か
し
い
よ
う
な
「
明
星
」
調
を
、
勝
手
に
こ
さ
え

ち
や
う
」
と
批
判
的
に
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
自
身
で
「
ま
ず
い
け
れ

ど
、
筆
入
れ
な
い
で
く
れ
つ
て
書
い
た
」
経
緯
が
あ
り
、
以
降
の
作
品
を
「
自

分
の
も
の
」
と
し
て
い
る
。

吉
野
秀
雄
は
、
光
太
郎
を
「
高
村
光
太
郎
の
彫
刻
と
詩
の
仕
事
に
較
べ
て
、

短
歌
が
余
技
扱
ひ
さ
れ
る
の
も
一
応
は
止
む
を
え
な
い
。（
略
）
し
か
し
高
村

さ
ん
は
短
歌
の
形
式
を
ひ
ど
く
愛
好
し
、
断
続
的
な
が
ら
も
一
生
涯
に
わ
た
つ

て
作
り
つ
づ
け
た
人
」（

注
26
）

と
し
て
評
価
し
、以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

高
村
さ
ん
は
明
治
三
十
三
年
（
十
八
歳
）
美
術
学
校
在
学
中
に
歌
を
詠

み
は
じ
め
た
。
ま
づ
久
保
猪
之
吉
の
い
か
づ
ち
会
に
入
つ
て
服は

つ

部と
り

躬も
と

治は
る

に

分
の
書
い
た
「
白
」
つ
て
い
う
字
が
入
つ
て
た
か
ら
、
こ
れ
は
自
分
の
歌

か
、
と
思
う
く
ら
い
で
、
あ
と
は
み
ん
な
ち
が
う
ん
だ
。

高
見　
「
明
星
」
調
に
し
ち
や
う
ん
で
す
か
。

高
村　

え
え
。
そ
う
や
つ
て
若
い
人
に
極
端
な
「
明
星
」
調
を
代
表
さ
せ

ち
や
う
ん
で
す
ね
。
先
生
の
は
責
任
持
つ
た
作
で
し
よ
う
。
ほ
か
の
や
つ

ら
の
は
構
わ
な
い
ん
で
す
よ
。
誰
が
見
た
つ
て
お
か
し
い
よ
う
な「
明
星
」

調
を
、
勝
手
に
こ
さ
え
ち
や
う
。
そ
れ
を
ぼ
く
な
ら
ぼ
く
の
名
前
で
出
す

ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
雑
誌
へ
出
た
時
に
は
、
自
分
の
じ
や
あ
な
い
よ
う

に
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
、
名
前
が
書
い
て
あ
る
で
し
よ
、
そ
う
す
る
と
、

若
い
か
ら
喜
ん
で
る
。
歌
が
う
ま
く
な
つ
た
と
か
、
ま
る
で
奇
想
天
外
だ

と
か
。（
笑
声
）
そ
の
代
り
、
世
の
中
の
嘲
笑
の
的
に
な
つ
た
の
は
、
み

ん
な
ぼ
く
ら
の
も
の
な
ん
で
す
。
与
謝
野
晶
子
や
先
生
の
は
、
立
派
な
も

の
な
ん
で
す
。
ぼ
く
ら
の
は
、
わ
ざ
と
「
明
星
」
調
ら
し
い
も
の
を
こ
さ

え
た
ん
で
す
、
嫌
味
な
、
ね
。
い
ま
読
ん
だ
ら
、
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う

な
歌
が
で
き
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
、
み
ん
な
先
生
が
こ
さ
え
た
ん
で
す

よ
。
当
時
は
何
ん
に
も
知
ら
な
い
か
ら
喜
ん
で
た
け
れ
ど
、
あ
と
じ
や
、

こ
れ
は
責
任
が
持
て
な
い
か
ら
、
自
分
の
作
と
し
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
は

み
ん
な
棄
て
ち
や
つ
て
ね
。
そ
れ
で
、
船
に
乗
つ
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
時

に
、
船
の
中
で
書
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
い
ら
か
ら
自
分
の
も
の
、
先
生

の
筆
を
入
れ
な
い
も
の
が
…
…
、
ぼ
く
の
も
の
は
「
明
星
」
調
と
い
く
ら

か
ち
が
う
け
れ
ど
も
、
ま
ず
い
け
れ
ど
、
筆
入
れ
な
い
で
く
れ
つ
て
書
い

た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
先
生
も
、
よ
く
よ
く
文
法
の
ち
が
い
な
ん
か
は
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四　

お
わ
り
に
―
「
師
弟
」
関
係
と
「
添
削
」
指
導

「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
折
口
信
夫
に
よ
る
「
添
削
指
導
」
は
厳

し
く
、
全
人
的
・
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
二
章
、「
明
星
」
後
継
誌
・「
冬

柏
」
同
人
の
添
削
原
稿
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
結
社
に
お
け
る
選
歌
・
添
削
に

よ
る
指
導
は
、自
身
の
歌
と
し
て
機
関
誌
に
公
表
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。

ま
た
、三
章
で
論
じ
た
高
村
光
太
郎
の
よ
う
に
、結
社
の
「
歌
風
」
に
よ
る
「
添

削
」
の
加
わ
っ
た
歌
は
、「
自
分
の
も
の
」
で
は
な
い
と
主
張
し
、
自
ら
の
歌

を
確
立
し
よ
う
と
し
た
例
も
あ
る
。
一
方
で
、
寛
を
生
涯
「
先
生
」
と
呼
ぶ
よ

う
な
師
弟
関
係
が
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。「
明
星
」

が
終
刊
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
北
原
白
秋
・
吉
井
勇
ら
に
よ
る
新
詩
社
脱
退
が

あ
っ
た
が
、
光
太
郎
は
こ
れ
に
与
し
て
い
な
い
。（

注
27
）

前
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
与
謝
野
晶
子
「
歌
に
志
す
婦
人
に
」
の
所
収
さ
れ

て
い
る
『
短
歌
作
法
講
座
』（
改
造
社
、
昭
和
一
一
年
）
は
、
石
井
直
三
郎
・

斎
藤
茂
吉
・
北
原
白
秋
・
川
田
順
・
尾
上
柴
舟
・
前
田
夕
暮
ら
が
執
筆
し
て
い

る
。
散
文
に
お
い
て
も
、
こ
の
時
期
、「
文
章
論
」
が
実
践
を
と
も
な
い
生
成

さ
れ
て
い
た
。

文
章
論
は
昭
和
初
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
多
く
書
か
れ
た
。（
略
）
作

家
自
身
が
文
章
に
つ
い
て
教
育
的
に
語
る

―
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
明
治

学
ん
だ
が
、
や
が
て
与
謝
野
鉄
幹
の
新
詩
社
に
走
り
、
創
刊
後
間
も
な
い

『
明
星
』
に
、
碎
雨
の
号
で
作
品
を
掲
げ
る
や
う
に
な
り
、
か
く
て
同
誌

へ
の
寄
稿
活
動
は
明
治
四
十
年
に
ま
で
つ
づ
い
た
。（
略
）

高
村
さ
ん
が
自
作
に
「
責
任
」
を
も
て
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、「
僕

が
ア
メ
リ
カ
に
行
く
船
の
中
で
拵
へ
た
も
の
、
あ
の
頃
か
ら
後
の
が
自
分

の
も
の
で
あ
る
。」
と
明
言
し
て
ゐ
る
通
り
、明
治
三
十
九
年
（
二
十
四
歳
）

ア
ゼ
ニ
ヤ
ン
号
で
渡
米
し
た
そ
の
船
中
の
作
以
後
の
も
の
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。（
略
）
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
わ
た
つ
た
高
村
さ
ん
は
、

パ
リ
で
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
さ
て
は
ユ
ゴ
ー
、
ミ
ュ
ツ
セ

を
耽
読
し
て
大
い
に
詩
に
接
近
し
、「
星
と
菫
の
幼
稚
ロ
マ
ン
チ
ス
ム
の

本
元
」
で
あ
つ
た
第
一
期
『
明
星
』
の
終
焉
は
パ
リ
に
ゐ
た
時
分
に
知
り
、

明
治
四
十
二
年
（
二
十
七
歳
）
帰
国
す
る
や
、
た
ち
ま
ち
パ
ン
の
会
の
デ

カ
ダ
ン
的
行
動
と
、
新
雑
誌
『
ス
バ
ル
』
の
か
も
す
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
ス

ム
の
気
運
と
の
狂
瀾
怒
濤
の
渦
中
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
な
り
、
翌
四
十

三
年
に
は
、
短
歌
の
抒
情
を
捨
て
て
詩
の
造
形
へ
と
突
入
し
て
い
つ
た
。

文
学
的
な
出
発
に
お
い
て
、「
い
か
づ
ち
会
」、
服
部
躬
治
に
師
事
し
な
が
ら

も
、「
先
生
」
と
し
て
回
想
し
て
い
た
の
は
与
謝
野
寛
で
あ
っ
た
。
寛
の
「
明

星
調
」
の
添
削
に
異
を
唱
え
、「
つ
た
な
い
」
な
が
ら
自
身
の
歌
を
確
立
し
た

経
緯
も
あ
っ
た
が
、
歌
人
と
し
て
の
寛
に
対
し
て
の
敬
意
を
生
涯
に
わ
た
り
失

う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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号　

二
〇
二
二
年
二
月
）
一
～
一
三
頁
。

2　

注
1　

同
、
一
〇
頁
。

3　

加
藤
守
雄
『
わ
が
師　

折
口
信
夫
』（
朝
日
文
庫　

一
九
九
一
年
）
四
五

～
四
六
頁
。
同
書
は
、「
昭
和
四
二
年
六
月
に
文
藝
春
秋
か
ら
発
行
さ
れ
た
」。

4　

注
3　

同
、
四
七
頁
。

5　

鈴
木
淳
三
『
短
歌
上
達
の
手
引
き
』（
本
阿
弥
書
店　

平
成
一
九
年
）
八

～
九
頁
、
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
）
二
～
三
頁
で
言
及
。

6　
「
木
下
龍
也
（
歌
人
）」

https://w
w
w
.m

bs.jp/jounetsu/2022/10_02.shtm
l

「
情
熱
大
陸　

M
BS　

毎
日
放
送
」https://w

w
w
.m

bs.jp/jounetsu/

参
照　

2022-10-24

7　

木
下
龍
也
『
天
才
に
よ
る
凡
人
の
た
め
の
短
歌
教
室
』（
ナ
ナ
ロ
ク
社　

二
〇
二
〇
年
）、（
電
子
書
籍K

indle

に
よ
る
参
照
、「
第
1
章　

歌
人
に
な
る
」

「
す
べ
て
は
歌
集
に
書
か
れ
て
あ
る
。」）

8　

注
5　

前
稿
同
、
二
頁
、「
一　

現
在
の
「
添
削
」
指
導
―
「
宗
匠
制
」

忌
避
と
「
結
社
」」

9　

令
和
相
聞
歌
実
行
委
員
「
恋
人
の
聖
地　

宇
多
津
町　

令
和
相
聞
歌
」

https://w
w
w
.reiw

asoum
onka.com

/　

参
照　

2022-10-25

10　

堺
市
博
物
館
編
「『
明
星
』
創
刊
120
年
・『
冬
柏
』
創
刊
90
年
記
念　

企
画

展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「『
冬
柏
』
―
『
明
星
』
の
精
神
を
貫
い
た
理
想
郷
―
」（
堺

以
降
か
ら
歩
ん
で
き
た
日
本
の
近
代
文
学
の
歴
史
が
一
巡
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
。
達
成
が
あ
っ
た
と
い
う
自
覚
が
そ
れ
を
促
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

文
章
論
に
反
映
さ
れ
た
文
章
観
は
、
作
家
た
ち
自
身
の
文
学
へ
の
理
解

と
思
想
を
よ
く
明
か
す
。
そ
れ
は
当
然
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
我
々
に
と
っ
て
の
良
い
文
章
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
と

も
ま
っ
す
ぐ
つ
な
が
っ
て
い
る
。
文
芸
創
作
教
育
の
場
に
お
い
て
は
、
近

代
文
学
者
の
文
章
論
は
最
も
近
し
い
先
達
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（

注
28
）

冒
頭
、
現
代
短
歌
の
有
り
様
と
、
本
稿
の
詳
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
近
代
歌

人
の
「
添
削
」
指
導
と
の
隔
絶
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、「
文
芸
創
作
教
育
の
場
」

に
お
い
て
、
近
代
歌
人
の
「
歌
論
」
が
、「
先
達
」
と
な
り
得
る
こ
と
を
信
じ
、

こ
の
稿
を
継
続
す
る
。

次
稿
に
お
い
て
は
、
斎
藤
茂
吉
に
よ
る
添
削
、
鹿
児
島
寿
蔵
『
齋
藤
茂
吉
の

添
削
と
批
評　

石
川
確
治
歌
集
「
山
澤
集
」
原
本
に
よ
る
』（
短
歌
新
聞
社　

昭
和
六
二
年
）
等
も
参
照
し
、
与
謝
野
寛
・
晶
子
以
外
の
歌
人
の
「
添
削
」
指

導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

注
1　

前
稿
「
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
」
―
」（『
就
実
論
叢
』
第
五
一
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加藤美奈子

18　

注
5　

前
稿
同
、
一
二
～
一
三
頁
、「
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
一
二
号　

本
阿
弥
書
店　

平
成
三
〇
年
七
月　

七
二
～
八
三
頁
）

19　

安
藤
靖
彦
『
日
本
近
代
詩
論　

高
村
光
太
郎
の
研
究
』（
明
治
書
院　

平

成
一
三
年
）「
一　

光
太
郎
の
短
歌
」
八
三
頁
。

20　

注
19
同
、
八
三
～
八
四
頁
。

21　
『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
八
巻
（
昭
和
三
三
年
、
筑
摩
書
房
）
二
五
九
～

二
六
〇
頁
、「
本
巻
に
は
、
文
学
、
言
語
等
に
関
す
る
評
論
、
序
跋
等
一
二
六

篇
を
収
録
し
た
」、「「
与
謝
野
晶
子
歌
集
『
白
桜
集
』
序
」
昭
和
一
七
年
九
月

改
造
社
刊
、
尚
、
同
月
『
冬
柏
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
。」（
同
、
四
一
五
頁
）

22　
『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
一
巻
（
昭
和
三
三
年
、
筑
摩
書
房
）「
本
巻
に

は
、
短
歌
、
俳
句
、
雑
纂
、
対
談
、
散
文
補
遺
を
併
せ
収
録
し
た
」（
同
巻
、

四
二
一
頁
）、「『
高
村
光
太
郎
自
伝
』　

昭
和
四
年
一
〇
月
新
潮
社
刊
『
現
代
詩

人
全
集
9
』
に
掲
載
さ
れ
た
。」（
同
巻
、
四
四
三
頁
）

23　

注
22　

同
巻
、
四
四
一
頁
。
昭
和
二
五
年
八
月
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
さ
れ

た
。

24　

大お
ほ

空ぞ
ら

の
塵ち

り

と
は
い
か
が
思お

も

ふ
べ
き
熱あ

つ

き
涙な

み
だの

な
が
る
る
も
の
を

（
与
謝
野
寛
『
相
聞
』
明
治
書
院　

明
治
四
三
年
／
『
鉄
幹
晶
子
全
集
』
4　

勉
誠
出
版　

平
成
一
五
年
）
一
一
一
頁
。

25　

注
22
同
巻
、三
三
四
～
三
四
三
頁
。「『
わ
が
生
涯
』
昭
和
三
一
年
一
月
『
文

藝
』
に
「
そ
の
頃
を
語
る
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
二
年
七
月
中

市
博
物
館
、
令
和
二
年
一
二
月
五
日
）
四
〇
～
四
一
頁
。

11　

こ
が
ね
い
‐
き
み
こ
〔
こ
が
ね
ゐ
‐
〕【
小
金
井
喜
美
子
】［1870

～1956

］

翻
訳
家
・
小
説
家
。
島
根
の
生
ま
れ
。
本
名
、
キ
ミ
。
森
鴎
外
の
妹
で
、
小
金

井
良
精
（
こ
が
ね
い
よ
し
き
よ
）
の
妻
。
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
「
浴
泉
記
」
の

翻
訳
で
知
ら
れ
る
。
著
「
森
鴎
外
の
系
族
」「
鴎
外
の
思
ひ
出
」
な
ど
。"

こ
が

ね
い
‐
き
み
こ
【
小
金
井
喜
美
子
】",

デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉,　

JapanK
now

ledge,

https://japanknow
ledge.com

,（
参
照2021-10-25

）

12　

注
10
同
、
四
〇
頁
。
図
版
よ
り
原
稿
の
文
字
を
起
こ
し
、「『
ｍ
』
字
状
の

三
重
丸
」
は
、
本
稿
で
は

で
示
し
た
。

13　

丹
羽
安
喜
子
へ
の
晶
子
の
添
削
原
稿
・
書
簡
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
所
蔵
、

影
印
・
翻
刻
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

関
西
学
院
大
学
図
書
館
「
与
謝
野
晶
子
に
よ
る
丹
羽
安
喜
子
短
歌
草
稿
へ

の
添
削
」

https://library.kw
ansei.ac.jp/archives/tanka/tanka.htm

参
照　

2021-10-25

14　

拙
稿
「
資
料
紹
介　

堺
市
博
物
館
蔵
『
与
謝
野
寛
添
削　

小
日
山
直
登
歌

稿　

無
題
（
青
き
絹
）』
翻
刻
・
解
題
」（『
近
代
文
学
資
料
研
究
』
第
3
号　

近
代
文
学
資
料
研
究
の
会　

二
〇
二
〇
年
三
月
）
六
五
～
七
三
頁
。

15　

注
10
同
、
四
二
頁
、「
さ
ま
ざ
ま
な
『
冬
柏
』
の
弟
子
と
同
人
た
ち　

政

治
家
・
官
僚
」

16　

注
14　

同
、
七
一
頁
。

17　

注
3　

同
、
四
六
～
四
七
頁
。
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短歌「添削」指導考（三）

央
公
論
社
刊
高
見
順
『
対
談
現
代
文
壇
史
』
に
収
録
さ
れ
た
。
後
者
に
は
若
干

の
加
筆
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
底
本
と
し
、
表
題
も
こ
れ
に
従
っ
た
。」（
同
巻
、

四
四
六
頁
）

26　

吉
野
秀
雄
「
高
村
光
太
郎
の
短
歌
」（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
一
巻　

月
報
17　

昭
和
三
三
年
八
月　

筑
摩
書
房
）
二
頁
。

27　
「
新
詩
社
も
、
明
治
四
一
年
鉄
幹
に
た
い
す
る
白
秋
ら
の
不
満
に
基
づ
く

内
紛
の
た
め
、ま
た
自
然
主
義
の
時
代
思
潮
の
た
め
、こ
の
年
一
一
月
に
は
「
明

星
」
を
廃
刊
」"

新
詩
社",

日
本
近
代
文
学
大
事
典,JapanK

now
ledge,https://

japanknow
ledge.com

,（
参
照2022-10-24
）

28　

小
林
敦
子
「
宇
野
浩
二
『
文
章
の
研
究
』
と
純
文
学
の
思
想
」（『
就
実
表

現
文
化
』
16
号　

就
実
大
学
表
現
文
化
学
会
、
二
〇
二
二
年
一
月
）
四
七
～
六

四
頁
。
な
お
、
同
稿
も
研
究
課
題
「
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
」（
左
記
）
の
研
究
成
果
で
あ
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
、
二
〇
二
二
年
度
に
研
究
期
間
延
長
）
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
。




