
「
聞
き
書
き
」
学
習
　
の
　
試
み

-
　
近
藤
芳
美
氏
著
「
無
名
者
の
歌
」
を
材
料
に
し
て

は
じ
め
に

こ
の
実
践
報
告
は
1
九
七
八
年
度
に
「
無
名
者
の
歌
」
　
(
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌

人
近
藤
芳
莫
氏
の
著
)
を
材
料
に
し
て
「
聞
き
喜
き
」
に
取
り
組
ん
だ
際
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
秋
、
全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
(
略
称
、
全

国
遵
)
の
第
十
1
回
研
究
大
会
が
広
島
市
で
持
た
れ
た
が
、
遇
然
の
機
縁
か
ら

そ
の
運
営
の
事
務
局
入
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
広
島
大
会
の
講

演
講
師
の
お
1
人
に
近
藤
芳
美
氏
が
決
定
さ
れ
、
受
諾
を
受
け
て
以
来
、
氏
に

関
係
し
た
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
「
大
き
く
」
　
(
私
な
り
に
)
取
り
上
げ
て
み

た
い
と
考
え
て
き
て
い
た
。
(
も
う
1
人
の
ご
講
師
に
は
野
地
先
生
に
ご
無
理

を
お
願
い
し
た
。
)
そ
れ
が
「
聞
き
書
き
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
っ
た
経
過

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
'
そ
の
出
発
点
に
な
っ
た
の
は
'
ち
ょ
う
ど
使
用
し

て
い
た
教
科
書
に
「
『
無
名
著
の
歌
』
抄
」
が
載
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
　
「
無
名
者
の
歌
」

朝
日
新
聞
の
投
稿
歌
壇
は
「
朝
日
歌
壇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
朝
日
歌
壇
」

は
四
人
共
選
と
い
う
形
が
そ
の
特
色
で
あ
る
が
'
「
無
名
著
の
歌
」
は
、
そ

の
形
が
発
足
し
た
1
九
五
五
年
(
昭
和
3
0
年
)
か
ら
そ
の
選
者
の
7
人
と
し
て

選
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
た
近
藤
芳
美
氏
が
、
こ
の
「
朝
日
歌
壇
」
へ
の
投
稿
歌

伊
　
　
東
　
　
祐
　
　
博

を
も
と
に
1
九
七
四
年
(
昭
4
9
)
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
執
筆
意

図
に
つ
い
て
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
(
以
下
二
つ
の
引
用
は
同

著
「
序
説
・
『
朝
日
歌
壇
』
と
わ
た
し
」
よ
り
)

そ
の
二
十
年
近
い
歳
月
が
「
朝
日
歌
増
」
の
作
り
つ
づ
け
ら
れ
て
来
た

日
々
で
あ
っ
た
。
「
朝
日
歌
壇
」
の
作
品
群
は
そ
の
間
'
そ
の
作
者
ら
　
-
　
今

日
の
無
数
の
'
無
名
の
生
活
者
ら
の
生
活
と
'
生
活
の
中
の
よ
ろ
こ
び
、
悲
し

み
だ
け
を
う
た
い
繰
り
返
し
て
来
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
が
、
う
た
い
繰

り
返
さ
れ
た
彼
ら
の
生
活
、
彼
ら
の
「
生
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
こ
の
よ
う

な
日
々
の
中
に
あ
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
来
た
歴
史
と
も
言
え
た
。

わ
た
し
は
い
つ
か
ら
か
彼
ら
の
作
品
を
読
み
直
し
'
う
た
わ
れ
て
い
る
生

活
の
よ
ろ
こ
び
、
悲
し
み
と
同
時
に
、
そ
の
、
生
き
て
来
た
歴
史
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
彼
ら
の
中
に
た
ど
り
直
し
て
み
た
い
思
い
を
ひ
そ
か
に
い
だ
い

て
い
た
。
そ
れ
は
激
し
-
移
り
動
-
こ
の
国
の
戦
後
史
の
1
時
期
を
'
物
言

わ
な
い
民
衆
の
心
の
内
部
に
歴
史
と
し
て
た
ど
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

「
朝
日
歌
増
」
だ
け
が
う
た
い
重
ね
て
来
た
。
わ
た
し
は
「
朝
日
歌
増
」
の

作
品
群
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
戦
後
史
」
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

た
。

さ
ら
に
'
「
短
歌
は
生
活
者
の
歌
へ
民
衆
の
拝
情
詩
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
さ
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れ
、
こ
の
「
朝
日
歌
壇
」
の
作
者
及
び
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

だ
が
'
毎
回
の
そ
の
脆
大
な
数
の
投
稿
を
一
体
だ
れ
が
す
る
の
か
。
そ
の

姫
大
な
作
品
の
投
稿
者
は
'
1
体
何
を
思
っ
て
短
歌
を
作
り
、
短
歌
を
送
り

つ
づ
け
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
選
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
時
と
し

て
そ
う
し
た
疑
問
の
前
に
立
ち
止
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
種
の
圧
倒
の
前

に
、
と
言
っ
て
よ
い
。

・
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'
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'
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.
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'

「

り
'
都
市
勤
労
者
で
あ
り
、
工
員
で
あ
り
、
炭
坑
夫
で
あ
り
、
教
師
で
あ
っ

た
り
し
た
。
わ
た
し
た
ち
と
と
も
に
生
き
る
へ
こ
の
国
の
、
今
日
の
す
べ
て

の
生
活
者
と
言
え
た
。
同
じ
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
地
方
と
年
齢
の
屑
か
ら
作
品

は
送
ら
れ
て
来
て
い
た
。
都
市
と
農
村
か
ら
、
少
年
か
ら
老
年
に
至
る
ま

で
、
「
朝
日
歌
壇
」
の
投
稿
者
は
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
た
。

そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
品
は
1
様
に
彼
ら
の
生
き
る
生
活
と
、
そ
の

中
の
よ
ろ
こ
び
、
悲
し
み
を
う
た
い
つ
づ
け
た
。
わ
た
し
た
ち
が
「
生
活
歌
」

と
呼
ぶ
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
を
'
ほ
と
ん
ど
声
を
合
わ
す
か
の
よ
う
に
、

無
数
の
彼
ら
の
生
活
の
世
界
か
ら
歌
い
寄
せ
て
来
た
.
選
歌
の
た
び
に
わ
た

し
が
む
か
う
机
の
上
の
'
お
び
た
だ
し
い
'
数
千
通
に
及
ぶ
投
稿
の
葉
書
の

数
は
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
生
活
者
の
声
で
あ
り
'
叫
び
で
あ
り
、
訴
え
で
あ

り
、
そ
の
す
べ
て
の
た
め
の
「
こ
と
ば
」
と
も
言
え
た
。

近
藤
芳
美
氏
の
短
歌
に
対
す
る
考
え
方
が
よ
-
う
か
が
え
る
文
章
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
教
科
書
所
載
の
「
『
無
名
者
の
歌
』
抄
」
は
こ
の
「
無
名

者
の
歌
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
が
'
教
科
書
の
紙
幅
の
間
係
か
ら
十
七
百
だ

け
の
抄
出
に
と
ど
め
'
さ
ら
に
原
著
が
と
っ
て
い
る
1
九
五
五
年
(
昭
3
0
)

以
降
の
歴
史
と
呼
応
し
た
形
の
茸
の
配
列
に
よ
ら
ず
、
「
再
構
成
し
て
、
高

校
生
に
身
近
な
感
情
を
歌
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品
か
ら
並
べ
る
と
い
う

方
法
」
　
(
筑
摩
宙
房
・
現
代
国
語
1
の
指
導
書
)
を
と
っ
た
配
列
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
氏
自
身
は
「
現
場
の
み
な
さ
ん
へ
」
と
い
う
形

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
教
科
書
に
抄
出
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
わ
ず
か
な
1
部
で
あ
る
。
「
無

名
者
の
歌
」
-
を
吉
-
と
き
、
-
わ
た
し
は
そ
れ
を
昭
和
三
十
年
の
こ
ろ
か
ら
年

代
順
に
選
び
、
そ
の
間
の
作
者
で
あ
る
人
々
の
生
活
と
、
生
活
の
中
か
ら
の

こ
と
ば
　
-
　
う
っ
た
え
を
聞
き
と
め
つ
つ
、
ひ
そ
か
に
推
移
す
る
も
の
を
た

ど
り
、
1
つ
の
戦
後
史
-
　
決
し
て
歴
史
に
は
讃
か
れ
な
い
無
名
の
民
衆
の

生
活
と
心
と
の
中
に
た
ど
ら
れ
て
い
-
戦
後
史
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
書
-

こ
と
を
意
図
し
た
の
だ
が
、
そ
の
1
両
は
今
度
の
教
科
苔
に
は
抄
出
歌
と
し

て
示
さ
れ
て
い
な
い
。
是
非
と
も
わ
た
し
の
「
無
名
者
の
歌
」
を
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
。

そ
う
し
た
上
で
、
短
歌
と
い
う
も
の
が
決
し
て
特
殊
な
人
々
に
よ
る
特
殊

の
世
界
の
文
学
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
t
　
か
つ
教
え
て
ほ
し
い
も
の

と
わ
た
し
は
念
願
し
て
い
る
.
も
し
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
中
の
、
ま
ち
が
っ
た
時
期
の
も
の
な
の
で
あ
る
o
詩
歌

と
は
本
当
は
み
な
が
作
り
へ
み
な
が
唱
え
合
い
へ
み
な
が
耳
受
し
合
う
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
O
み
な
と
は
無
名
の
民
衆
で
あ
り
へ
こ
の
文
章
を
読
ま
れ
る
年

若
い
学
生
諸
君
と
言
っ
て
も
よ
い
O
そ
の
よ
う
な
詩
歌
の
存
在
の
事
実
が
こ

こ
に
あ
る
'
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
と
よ
い
と
わ
た
し
は
ひ
そ
か
に

考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
事
ま
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
ば
で
は
な
い
の
か
。
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二
　
短
歌
学
習
の
目
標

高
校
生
の
詩
歌
学
習
の
目
標
(
と
い
う
か
最
低
到
達
点
と
い
う
か
)
は
い
っ

た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
「
せ
め
て
新
聞
雑
誌
に
載

っ
て
い
る
詩
歌
に
目
を
留
め
へ
読
ん
で
み
ょ
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
」

と
い
う
こ
と
に
考
え
て
い
た
。
い
や
、
考
え
て
い
た
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
明
好
に
意
識
し
て
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
'
し
た
が
っ
て
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
実
践
も
何
も
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
能
力
や
感
覚
や
興
味
・

間
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
追
い
の
あ
る
学
円
者
を
目
の
前
に
し
た
と
き
へ
　
「
と
も
か

く
全
員
」
に
到
達
さ
せ
た
い
最
低
線
と
し
て
は
'
ク
こ
れ
で
は
な
い
か
″
と
考

え
て
い
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
国
語
学
習
と
し
て
、
「
詩
を
味
わ
わ
せ
、
魅
力
を
感
じ
さ
せ
、
そ

の
方
法
を
意
識
さ
せ
体
験
さ
せ
る
」
　
(
筑
輝
・
指
導
告
)
こ
と
も
目
標
と
し
た

い
し
1
と
く
に
短
歌
の
特
色
を
孝
夏
日
わ
せ
れ
ば
、
串
門
歌
人
の
短
歌
を
材
料

に
し
て
「
短
歌
定
型
律
に
慣
れ
る
」
こ
と
も
'
「
短
歌
の
叙
情
の
本
質
に
迫
る
」

こ
と
も
'
ね
ら
い
と
し
て
ぜ
ひ
持
ち
た
い
と
思
う
。
し
か
し
'
そ
う
い
う
日

-
-
i
"
l
i
.
 
'
*
^
C
∴
-
.
'
'
.
*
*
・
汀
　
　
　
　
　
　
　
・
I
w
I
L
　
　
　
　
　
へ
蝣
'
蝣
-
i
.
;
¥
-

は
'
そ
れ
を
具
体
的
に
全
面
的
に
実
現
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
う
い
う

逃
げ
の
姿
勢
が
こ
の
最
低
ラ
イ
ン
を
考
え
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
へ
そ
の

反
面
で
最
些
フ
ィ
ン
は
必
ず
確
保
し
て
み
た
い
と
強
-
阿
っ
て
い
た
の
も
事
実

で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
ど
う
い
う
形
で
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
'
何
ら
具
体
策
は
な
-
た
だ
預
然
と
考
え
て
き
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

だ
が
前
記
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
近
藤
芳
美
氏
を
強
く
意
識
し
'
「
無
名
者

の
歌
」
原
著
を
読
ん
だ
と
き
心
に
強
-
響
-
も
の
が
あ
っ
た
。
短
歌
と
い
う
も

の
を
あ
あ
い
う
角
度
で
と
ら
え
'
作
者
を
あ
の
よ
う
に
と
ら
え
　
-
　
そ
れ
は
'

私
が
う
す
ボ
ン
ヤ
リ
と
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
「
新
聞
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た

詩
歌
へ
の
間
心
を
醸
し
出
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
の
中
に
は
ま
っ
た
く
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。

①
　
作
者
は
無
名
の
庶
民
で
あ
り
、
具
体
的
な
生
活
者
で
あ
る
こ
と
。

①
　
短
歌
は
そ
の
人
た
ち
の
「
う
た
わ
ず
に
お
れ
な
い
思
い
へ
内
部
衝
動
と

い
う
べ
き
も
の
」
の
表
わ
れ
で
あ
る
こ
と
。

③
　
そ
れ
は
「
生
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
'
歴
史
・
民
衆
詩
史
・
戦
綾

史
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

こ
れ
ら
を
明
確
な
位
匿
づ
け
で
知
り
え
た
こ
と
は
、
沌
然
と
し
た
考
え
し
か

な
か
っ
た
私
に
は
ウ
ロ
コ
の
剥
げ
落
ち
た
思
い
を
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
短
歌
と

い
う
も
の
を
特
殊
な
人
々
に
よ
る
特
殊
の
世
界
の
文
学
」
　
(
前
記
引
用
)
と
考

え
が
ち
な
学
習
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
を
教
材
化
す
る
こ
と
は
前
述
の
最
低
ラ

イ
ン
を
実
現
砕
保
す
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
せ
た
。

三
　
聞
き
書
き

こ
れ
ら
を
ど
う
い
う
形
で
教
材
化
し
て
ゆ
-
か
。
私
は
1
九
七
六
年
度
に
現

任
校
に
替
わ
り
'
そ
の
年
三
年
生
の
現
代
国
語
を
担
当
し
た
。
そ
の
中
で
近
代

短
歌
史
を
取
り
上
げ
へ
教
科
古
の
文
f
i
-
t
を
も
と
に
歌
風
の
変
遷
を
ま
と
め
、
若

干
の
拡
げ
読
み
を
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
と
き
は
受
動
的
1
方
の
学
習
姿

勢
を
な
ん
と
か
打
開
す
べ
-
グ
ル
ー
プ
学
習
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
、
短

歌
は
む
し
ろ
そ
の
た
め
の
素
材
と
し
て
使
用
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
翌
七
七

年
度
ふ
た
た
び
≡
年
生
の
現
代
国
語
を
担
当
し
た
。
こ
の
と
き
は
学
習
者
の
学

習
度
も
あ
る
程
度
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
'
同
じ
単
元
を
扱
う
に
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あ
た
り
'
前
年
度
よ
り
「
短
歌
」
の
方
に
や
や
重
点
を
駐
い
て
み
た
い
と
考
え

て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
夏
、
福
山
市
で
「
福
山
空
襲
を
記
録
す
る
会
」
の
展
示

会
を
見
る
槻
会
が
あ
っ
た
O
そ
の
中
に
高
校
日
本
史
の
指
導
実
践
と
し
て
「
朝

日
歌
壇
」
の
中
の
短
歌
を
い
-
つ
か
選
び
'
そ
の
感
想
を
ま
と
め
さ
せ
た
文
集

が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
私
は
ハ
ッ
と
し
た
。
-
　
早
速
二
学
期
の
学
習
指
導
に

参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
ー
f
c
.
o
o
.
"
(
木
)
の
「
朝
日
歌
地
」
か
ら
「
戦

争
に
か
か
わ
り
の
あ
る
短
歌
」
十
六
百
を
選
び
'
こ
の
中
の
一
首
に
つ
い
て
家

人
か
ら
「
思
い
出
」
-
「
感
想
」
を
取
材
し
て
文
章
化
す
る
-
(
グ
ル
ー
プ
内
で
一

人
　
-
　
こ
の
年
も
グ
ル
ー
プ
学
習
を
組
ん
で
い
た
)
と
い
う
形
で
　
-
 
。
し
か

し
私
は
、
こ
の
学
習
を
国
語
学
円
の
場
と
し
て
有
効
に
組
み
立
て
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
前
年
度
と
は
わ
ず
か
に
色
の
変
わ
っ
た
作
業
文
鮭
が
で
き
あ
が
っ

た
だ
け
で
あ
っ
た
o

A
付
記
Ⅴ
　
七
七
年
当
時
は
気
づ
か
な
か
っ
た
が
'
「
無
名
者
の
歌
」
を
取

り
上
げ
る
に
あ
た
り
筑
摩
苔
房
指
導
書
を
読
ん
で
い
た
と
き
、
次
の
記
述
が

あ
る
の
に
気
づ
い
た
0
　
-
　
(
〓
孤
老
の
近
藤
芳
美
へ
寄
せ
た
手
紙
の
)
皮

後
に
は
、
広
島
県
立
福
山
商
業
高
校
の
矢
田
翠
教
諭
が
'
日
本
史
の
教
材
と

し
て
、
「
戦
後
三
十
年
。
い
く
さ
の
つ
め
あ
と
　
-
　
短
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
親

と
子
の
感
想
文
集
」
を
出
し
た
話
が
紹
介
し
て
あ
る
。
「
朝
日
歌
培
」
の
歌

を
選
び
、
「
戦
争
の
中
に
青
春
を
埋
め
た
親
と
戦
争
を
知
ら
な
い
子
の
高
校

生
に
配
っ
た
o
　
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
読
み
へ
　
感
想
を
ま
と
め
た
。
ク
し
ら
け

時
代
″
と
い
わ
れ
る
今
の
世
に
∧
戦
争
と
は
何
で
あ
っ
た
か
∨
を
改
め
て
問

い
な
お
す
」
た
め
の
実
践
例
で
あ
る
。
　
-

私
が
見
た
の
は
'
お
そ
ら
-
こ
の
矢
田
先
生
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

四
　
l
九
七
<
年
度
の
実
践

さ
て
本
題
の
七
八
年
度
の
実
践
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
総
括
し
て
み
る
と
、
前

年
度
の
実
践
の
規
模
を
大
き
く
し
た
だ
け
で
そ
の
反
省
と
欠
陥
は
そ
の
ま
ま
持

ち
越
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
気
づ
-
。
そ
ん
な
未
熟
な
実
践
で
あ
る
が
'
一

応
の
ま
と
め
を
し
た
い
と
思
う
O

U
　
対
象
学
年
と
教
科
書

の
-
対
態
学
年
　
本
校
普
通
科
　
1
年
-
‥

叫
　
教
科
詔
の
間
迎
教
材
　
筑
牌
賀
朗
・
現
代
国
語
1
　
「
死
に
た
ま
ふ
け
」

「
『
無
名
者
の
歌
』
抄
」

は
　
指
導
目
標

の
　
短
歌
と
生
活
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

帥
　
作
品
の
背
茄
と
し
て
の
生
活
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。

H
　
取
材
・
間
き
取
り
の
活
動
の
中
で
、
父
母
を
は
じ
め
と
す
る
家
人
と
の

対
話
を
深
め
さ
せ
る
D

H
　
文
市
に
ま
と
め
る
こ
と
を
過
し
て
召
-
力
を
遵
わ
せ
る
。

川
　
学
習
活
動

の
　
「
無
名
者
の
歌
」
の
中
か
ら
7
3
首
を
選
び
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
を
家

人
に
見
て
も
ら
っ
て
、
学
沼
の
趣
旨
を
説
明
し
た
の
ち
'
短
歌
を
退
ん
で

も
ら
う
。

㈱
　
短
歌
に
触
発
さ
れ
た
「
思
い
出
」
　
「
感
想
」
　
(
必
ず
し
も
短
歌
の
素
材

・
内
容
に
間
係
が
な
-
て
も
よ
い
)
を
家
人
に
語
っ
て
も
ら
い
へ
そ
れ
を

聞
き
取
る
。

;
　
間
き
取
っ
た
も
の
を
照
理
し
て
文
ホ
化
す
る
。
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肖
　
各
自
で
ボ
ー
ル
ペ
ン
原
紙
半
ペ
ー
ジ
に
清
書
す
る
。
(
l
印
刷
し
て

製
本
す
る
)

帥
　
以
上
は
、
個
人
学
習
・
個
人
作
業
と
す
る
。

川
　
学
習
経
過

〔
第
二
学
期
〕

-
s
-
s
　
学
習
内
容
・
作
業
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
と
指
示
。
(
プ
-
ン

ト
5
枚
用
意
)

-
f
-
t
 
1
-
I
　
教
科
書
所
載
の
「
『
無
名
者
の
歌
』
抄
」
の
短
歌
に
つ
い
て
へ

そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
の
作
者
の
生
活
を
想
像
し
て
西
洋
紙
四
分
の
1
大

に
書
い
て
提
出
す
る
。
　
-
　
家
庭
で
は
'
教
室
で
の
指
示
に
従
っ
て

作
業
を
進
め
て
ゆ
-
O

蝣
S
-
8
　
作
業
の
進
み
具
合
を
西
洋
紙
四
分
の
.
1
大
に
書
い
て
捉
出
す

一
n

る
。

-

3

・

<

*

>

。
3
-
<
o

o
 
i
n
*
-
-

0

3

・

o

>

0
2
-
'
S

〔
第
三
学
期
〕

0

　

0

3

　

・

　

L

O

・

聞

き

取

っ

て

来

た

こ

と

を

文

章

化

す

る

。

(

必

ず

下

書

き

を

す

る

)

(

マ

ス

目

は

2

2

×

3

2

)

・

ま

だ

聞

き

取

っ

て

い

な

い

者

は

O

.

i

-

I

の

作

業

を

進

め

5

1

・

文

章

化

で

き

た

ら

一

人

半

ペ

ー

ジ

で

ボ

ー

ル

ペ

ソ

原

紙

裡

e

s

i

・

完

成

し

て

提

出

。

印

刷

済

み

を

配

布

。

多
-
取
り
上
げ
ら
れ
た
短
歌
に
つ
い
て
'
近
藤
さ
ん
の
鑑
賞
文

を
コ
ピ
ー
し
て
配
布
.

。
o
a
.
S
　
表
紙
を
配
布
へ
各
自
製
本
。
(
今
ま
で
の
プ
リ
ン
ト
を
全
部
綴

じ
込
む
)

準
備
し
た
プ
リ
ン
ト

の
　
「
無
名
著
の
歌
」
原
著
よ
り
抜
粋
し
た
短
歌
7
3
首
を
記
載
し
た
も
の
　
(

二
枚
)
　
-
　
短
歌
は
'
「
生
活
」
を
強
く
表
わ
し
て
お
り
'
思
い
出
や
感

想
が
語
っ
て
も
ら
え
そ
う
な
も
の
、
歴
史
の
1
コ
マ
を
表
現
し
て
い
る
も

の
へ
　
を
中
心
に
指
導
者
が
選
ん
だ
。

㈱
　
家
人
へ
の
依
頼
の
た
め
の
趣
旨
を
説
明
し
た
も
の
(
1
枚
)

の
　
昨
七
七
年
度
の
開
き
吾
き
文
の
中
か
ら
抜
粋
し
た
文
章
を
記
載
し
た
も

の
(
二
枚
)
I
聞
き
書
き
の
一
つ
の
形
と
し
て
参
考
に
さ
せ
る
た
め
の

も
の
。

取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品

百
二
十
名
の
学
習
者
が
こ
の
学
習
作
業
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
が
'
も
っ
と

も
多
-
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
近
藤
さ
ん
ご
自
身
の
分
類
に
よ
る
「
農
民

の
歌
」
に
属
す
る
も
の
(
四
十
人
)
で
あ
り
、
以
下
、
「
働
く
女
ら
の
歌
」

(
二
十
人
)
'
「
戦
争
の
死
者
ら
の
追
憶
の
歌
」
　
(
十
八
人
)
へ
　
「
さ
ま
ざ

ま
な
人
生
の
歌
」
　
(
十
1
人
)
、
「
療
養
所
の
女
の
歌
」
　
(
九
人
)
、
と
な

る
。
(
そ
の
他
は
四
人
以
下
で
あ
っ
た
。
)
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
本
校
の
地

域
社
会
の
生
活
と
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
。
う
か
つ
な
こ
と
に
私
は
'
ま
さ

か
選
ば
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
そ
れ
で
も
歌
の
良
さ
と
そ
の
歴
史
性

に
惹
か
れ
て
取
り
上
げ
た
「
二
番
出
の
夫
の
自
転
車
の
音
き
こ
ゆ
夜
な
べ
の

縫
を
吾
も
終
ら
む
　
福
原
幸
子
」
が
三
人
の
学
習
者
に
よ
っ
て
遜
、
ほ
れ
て
い

た
の
に
は
驚
い
た
o
炭
坑
閉
山
'
干
不
ル
ギ
-
革
命
と
い
う
歴
史
上
の
事
実

を
実
生
活
の
中
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
は
学
習
者
世
代
ば
か
り
で
は
な
い
。
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私
も
ま
た
そ
の
1
人
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
私
は
'
生
活
指
導
に
も
か
か
わ

る
著
と
し
て
学
習
者
の
生
活
の
大
き
な
断
面
を
と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。個

別
の
短
歌
で
挙
げ
る
と
'
「
子
を
寝
か
す
お
と
ぎ
ば
な
し
に
自
ら
も
眠

り
て
い
た
り
仕
事
着
の
ま
ま
　
働
く
女
ら
の
歌
　
依
田
和
子
」
(
十
二
人
)
'

「
は
ぎ
か
け
は
風
の
吹
き
路
の
荒
々
と
穂
拾
う
わ
れ
の
う
な
じ
冷
え
ゆ
く

良
民
の
歌
　
閃
ゆ
き
」
　
(
八
人
)
、
「
牛
の
角
怖
れ
て
牛
に
親
し
ま
ね
妻
を

-
励
ま
し
一
日
田
を
鋤
く
-
農
民
の
歌
-
塩
川
直
秀
」
-
(
八
人
)
-
と
な
る
。
-
こ

れ
ら
も
ま
た
、
父
母
の
生
活
と
歴
史
の
反
映
で
あ
る
。

ま
た
'
話
を
開
い
た
相
手
と
し
て
は
、
や
は
り
「
母
」
が
圧
倒
的
に
多
く

七
六
人
、
次
い
で
「
父
」
二
九
人
と
な
り
(
「
両
親
に
」
も
三
人
あ
っ
た
)
'

あ
と
「
祖
母
」
　
「
お
じ
」
が
1
ケ
タ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
学
習
者
の
生
活
環

境
の
反
映
で
あ
り
、
家
庭
内
の
人
間
関
係
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
0

間
　
学
習
者
の
感
想
の
中
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
文
革
の
あ
と
に
二
、
三
行
の
感
想
を
書
か
せ
た
が
'
そ
の
中

か
ら
指
導
目
標
・
学
習
活
動
に
沿
っ
て
「
聞
-
-
対
話
」
　
「
書
-
」
　
「
生
活

・
歴
史
」
　
「
そ
の
他
」
に
分
け
て
抜
粋
し
て
み
る
。

〔
①
聞
-
　
-
　
対
話
〕

1
　
父
の
話
を
聞
い
て
い
る
間
中
、
な
に
か
し
ら
張
り
つ
め
た
も
の
を
感
じ

た
。

2
　
父
の
話
か
ら
、
幼
少
時
代
の
苦
労
の
深
さ
が
よ
-
感
じ
ら
れ
る
。
父
が
今

ま
で
に
こ
ん
な
体
験
を
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
'
昔
の
苦
い

思
い
出
を
思
い
出
し
た
く
な
か
っ
た
の
か
、
チ
ャ
ソ
ス
が
な
か
っ
た
の
か
知

ら
な
い
が
、
僕
は
父
の
新
し
い
一
面
を
見
た
気
が
す
る
。

3
供
は
、
父
か
ら
よ
-
戦
争
の
話
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
'
こ
の
時
は
ど

父
が
一
生
懸
命
話
し
て
く
れ
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
。

4
母
の
懐
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
顔
を
見
て
へ
自
分
も
嬉
し
-
な
っ
た
.

こ
う
い
う
作
業
は
初
の
て
で
'
母
も
そ
ん
な
に
協
力
し
て
-
れ
な
い
だ
ろ
う

と
心
配
し
て
い
た
が
'
と
て
も
協
力
し
て
く
れ
、
こ
う
い
う
こ
と
も
い
い
な

あ
と
思
っ
た
。

5
私
は
無
口
だ
か
ら
か
、
親
と
落
ち
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ

ー
・
り
ま
せ
ん
。
-
今
回
の
よ
う
に
両
親
の
若
き
こ
ろ
の
こ
と
を
聞
い
て
い
る
と
-
、
-

あ
ま
り
話
は
し
な
い
け
ど
、
細
-
強
い
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
と
'
そ
ん
な
気

が
し
ま
す
0

6
父
の
話
は
、
こ
の
短
歌
の
作
者
の
思
い
と
は
迷
っ
て
い
た
が
'
こ
の
話
を

聞
き
な
が
ら
私
は
考
え
た
。
-
昔
の
畏
業
は
確
か
に
苦
し
か
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
父
は
、
そ
ん
な
苦
し
か
っ
た
生
活
の
中
に
'
充
実
し
た
毎
日
を

過
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
充
実
感
は
'
私
達
に
は
な
か
な
か

味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
-
父
の
話
を
文

章
に
す
る
の
は
と
て
も
む
ず
か
し
か
っ
た
。
し
か
し
'
毎
日
の
生
活
の
中
で

母
と
話
す
こ
と
は
沢
山
あ
っ
て
も
、
父
と
話
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
へ

こ
の
仕
事
で
父
と
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
良
か
っ
た
と
思
う
。

〔
⑦
吉
-
ー
文
章
化
〕

7
こ
の
作
業
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
父
は
快
-
応
じ
て
-
れ
た
。
ぼ
-
は
話

を
聞
い
た
あ
と
で
メ
モ
を
取
っ
た
の
で
、
多
少
は
話
の
内
容
と
ち
が
っ
て
い

た
か
も
知
れ
な
い
が
'
こ
ん
な
も
ん
で
あ
る
。

8
こ
う
い
う
こ
と
は
、
文
章
を
書
く
の
が
下
手
な
私
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と

だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
母
の
一
面
が
分
か
り
'
よ
い
こ
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と
だ
っ
た
と
思
う
。

9
　
本
当
い
う
と
、
こ
の
歌
の
感
想
を
文
に
す
る
の
に
は
す
ご
く
抵
抗
が
あ
っ

て
、
思
う
よ
う
に
筆
が
進
ま
ず
と
て
も
苦
労
し
た
。
そ
れ
に
母
も
、
あ
ま
り

変
わ
っ
た
こ
と
も
言
っ
て
く
れ
な
い
の
で
'
も
う
こ
ん
な
こ
と
は
お
断
り

だ
。

〔
③
生
活
・
歴
史
　
-
　
内
容
〕

1
0
　
こ
の
よ
う
な
話
を
閃
く
と
'
当
時
の
苦
し
さ
が
わ
か
る
。
い
つ
来
る
か
分

ら
な
い
危
険
を
背
負
っ
て
働
い
て
い
た
と
思
う
と
'
ぞ
っ
と
す
る
。
だ
が
石

炭
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
、
い
つ
の
ま
に
か
石
油
へ
そ
し
て
原
子
力
の
時

代
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
は
流
れ
て
も
、
炭
坑
の
苦
し
み
は
忘
れ
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
。

1
1
　
母
は
考
え
に
考
え
た
末
に
こ
の
歌
を
選
ん
で
-
れ
た
。
母
の
青
春
時
代
が

戦
争
と
と
も
に
明
け
暮
れ
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
　
　
あ
れ

か
ら
三
十
年
と
少
し
。
人
生
が
二
度
あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
'
死
ぬ
思
い
を

し
て
来
た
両
親
に
は
今
存
分
に
平
和
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

1
2
　
農
家
の
人
々
の
歌
、
原
爆
に
あ
っ
た
人
々
の
歌
な
ど
'
こ
れ
ら
の
多
-
の

歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
心
情
を
と
て
も
よ
Y
表
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
の
ど

か
な
感
じ
の
歌
も
あ
れ
ば
、
悲
し
い
涙
を
さ
そ
う
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
人
の

世
は
実
に
様
々
だ
な
あ
と
つ
-
づ
-
思
っ
た
。
時
に
は
祖
母
や
祖
父
の
話
も

聞
い
て
み
る
も
の
だ
と
思
う
。

1
3
　
生
き
よ
う
と
思
え
ば
生
き
続
け
ら
れ
る
の
に
、
自
分
か
ら
生
命
を
な
く
し

て
し
ま
う
人
が
た
-
さ
ん
居
る
。
こ
の
短
歌
の
母
視
の
よ
う
な
思
い
を
何
人

の
人
が
し
た
だ
ろ
う
。
初
め
て
こ
の
話
を
聞
い
て
、
私
の
知
ら
な
い
父
の
歴

史
を
の
ぞ
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
-
　
こ
の
話
を
聞
い
て
'
急
に
原
爆
・

戦
争
と
い
う
も
の
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
話
を
し
て
い
る
時
の

父
の
辛
そ
う
な
所
を
見
て
い
る
と
'
私
は
こ
ん
な
思
い
出
は
絶
対
に
持
ち
た

く
な
い
と
思
っ
た
。

1
4
　
「
結
局
'
自
分
の
仕
事
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
。
」
と
は
、

今
で
言
え
ば
ま
さ
に
仕
事
の
鬼
な
の
だ
。
で
も
祖
母
を
仕
事
の
鬼
に
さ
せ
た

の
は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
祖
母
は
早
-
夫
を
亡
く
し
て
へ
　
こ
の
仕
事
で

私
の
父
を
育
て
て
き
た
。
こ
の
仕
事
で
し
か
自
分
達
を
生
に
つ
な
げ
る
も
の

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
祖
母
は
看
護
婦
と
し
て
の
J
・
E
分
の
思
想
を
、
知
ら
な

い
う
ち
に
心
の
中
に
植
え
つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
Q
祖
母
に
と
っ
て
こ
の

思
い
出
は
苦
し
い
思
い
出
に
な
っ
た
ま
ま
な
の
だ
ろ
う
か
1
何
気
な
く
祖

母
と
話
し
て
来
た
毎
日
の
中
'
祖
母
の
過
去
な
ど
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

過
去
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
心
を
語
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

〔
④
そ
の
他
　
-
　
問
題
の
発
見
〕

1
5
　
沖
縄
島
民
は
自
衛
隊
を
米
軍
基
地
を
ど
ん
な
日
で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

n
分
達
の
島
を
占
領
さ
れ
た
島
民
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
-
-
1
刻
も
早
く
沖
縄
島
を
本
当
の
意
味
で
の
島
民
の
も
の
に
し
て
あ

げ
た
い
t
　
と
私
は
強
く
思
っ
た
.

1
6
　
母
は
と
て
も
苦
労
し
た
ん
だ
な
あ
と
改
め
て
母
の
話
を
聞
い
て
感
じ
た
。

昔
は
便
利
な
機
械
が
な
か
っ
た
の
に
よ
く
我
慢
し
て
や
っ
て
来
た
と
思
う
。

近
頃
よ
-
幾
業
を
手
伝
う
の
だ
が
、
機
械
が
あ
っ
て
も
途
中
で
や
め
た
-
な

る
の
に
、
母
は
よ
く
我
慢
し
て
こ
れ
ま
で
や
っ
て
来
た
と
思
う
。
昔
の
人
は

い
ろ
い
ろ
な
面
で
と
て
も
苦
労
し
て
き
て
い
る
の
で
'
今
の
人
に
な
い
「
忍

耐
力
」
が
身
体
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
た
。

1
7
　
(
長
男
を
二
月
二
九
日
に
失
-
し
た
)
父
や
母
の
悲
し
み
は
決
し
て
想
像
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で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
悲
し
み
が
深
い
だ
け
に
、
次

に
生
ま
れ
て
き
た
ぼ
く
連
へ
の
期
待
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兄

の
命
日
は
四
年
に
一
度
だ
け
し
か
巡
っ
て
来
な
い
。

1
8
　
私
は
、
自
分
が
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
体
験
を
し
て
い
る
母
を
別
の
方
向

か
ら
見
た
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
戦
争
の
た
め
に
1
家
の
大
黒
柱
で
あ
る
父

親
を
亡
-
し
た
と
い
う
人
が
多
く
い
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。

し
か
し
い
つ
も
他
人
事
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
身
近
に

聞
か
さ
れ
る
と
、
改
め
て
肉
身
の
尊
さ
を
感
じ
た
。
・
そ
し
て
f
　
こ
の
よ
う
な

体
験
を
し
て
き
た
母
を
尊
敬
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。

以
上
の
学
田
を
'
こ
の
年
の
現
代
国
語
の
学
習
の
流
れ
の
中
に
位
紅
づ
け
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
短
歌
学
習
の
流
れ
」
と
「
聞
き
書
き
学
習
の
流
れ
」

に
分
け
て
み
る
と
　
-
 
0

㈱
　
現
代
国
語
学
習
の
流
れ
の
中
で

〔
短
歌
学
習
の
流
れ
〕

①
死
に
た
ま
ふ
母
・
斎
藤
茂
吉
　
　
　
r
-
2
・
d
　
　
時
間
)

的
　
-
り
'
M
L
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
短
歌
の
リ
ズ
ム
を
と
ら
え
'
情
感
を
と

ら
え
る
。

帥
　
他
人
の
も
の
で
は
な
い
'
自
分
の
感
想
を
持
つ
。

㈹
　
連
作
と
し
て
の
展
開
を
考
え
る
。

と
く
に
叫
に
重
点
を
殴
き
、
随
意
グ
ル
・
-
プ
(
二
～
六
名
)
を
つ
く
り
共

同
し
て
考
え
さ
せ
た
。

◎
「
無
名
者
の
歌
」
抄
・
近
藤
芳
美
(
S
-
3
-
3
-
<
-
　
時
間
)

の
　
作
者
の
生
活
を
と
ら
え
る
。

帥
　
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
人
物
の
生
活
や
心
情
を
と
ら
え
る
。

い
　
自
分
自
身
の
感
想
を
持
つ
。

的
に
重
点
を
性
き
'
近
藤
さ
ん
の
鑑
賞
文
・
解
説
文
を
参
考
に
し
て
考
え

さ
せ
た
。

〔
聞
き
書
き
学
習
の
流
れ
〕

○
野
麦
峠
・
山
本
茂
美
(
5
・
5
-
c
o
・
1
0
-
*
時
間
)
　
　
[
鬼
魯
習

川
　
工
女
た
ち
の
生
活
と
そ
の
背
景
を
と
ら
え
る
。
(
生
活
感
情
を
明
ら
か

に
す
る
)
-

榊
　
筆
者
の
問
題
意
識
を
理
解
す
る
。

;
　
取
材
・
調
査
の
方
法
、
資
料
の
活
用
な
ど
を
砕
諾
す
る
O

「
聞
き
古
き
」
が
文
学
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
作
品
を
読
み
、
そ
の
方
法
を

と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

@
梶
田
宕
五
郎
翁
を
訪
ね
て
・
官
本
常
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
問
)

ij・......

川
　
翁
の
舛
き
方
・
人
間
観
を
と
ら
え
る
。
(
生
活
感
情
を
明
ら
か
に
す
る
)

榊
　
名
も
な
き
人
の
開
拓
生
活
の
中
に
穂
め
ら
れ
た
民
衆
の
歴
史
を
読
み
と

る
。)

ア
2
者
の
間
き
取
り
の
す
ぐ
れ
た
点
を
理
解
す
る
'
(
と
-
に
聞
き
手
の

意
図
や
配
膳
に
旧
し
て
)

ふ
.
け
さ
女
m
J
.
)
お
き
・
石
　
礼
i
r
l
'
-
U
(
w
.
"
*
蝣
-
^
'
.
。
c
　
　
時
間
)

g
*
,
朔
日
k
,
l
一

川
　
開
き
古
き
を
す
る
際
の
筆
老
の
視
点
を
と
ら
え
る
。

叫
　
ゆ
き
女
の
話
題
(
-
素
材
)
を
と
ら
え
る
。

ゆ
き
女
は
何
を
話
し
た
が
り
、
筆
者
は
何
を
聞
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
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か
t
　
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
節
が
聞
き
書
き
と
し
て
す

ぐ
れ
て
い
る
点
を
明
確
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
Q

④
黒
い
雨
・
井
伏
堕
　
(
c
v
i
・
i
n
-
c
0
　
　
　
時
間
)
　
　
面
色

読
解
に
つ
い
て
分
担
研
究
し
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ク
ラ
ス
全
体
に

報
告
す
る
　
-
　
(
報
告
用
の
資
料
づ
く
り
)
　
(
報
告
用
の
原
稿
を
書
く
)

(
司
会
計
画
を
た
て
る
　
-
　
予
想
さ
れ
る
質
問
'
質
問
が
な
い
と
き
の
進
め

方
)

五
　
課
窟
　
-
　
「
聞
き
書
き
」
の
国
語
学
習
と
し
て
の
可
能
性

今
回
の
実
践
は
短
歌
を
材
料
に
し
て
お
り
な
が
ら
'
短
歌
の
特
性
で
あ
る

「
行
悟
性
」
と
い
う
と
こ
ろ
へ
の
接
近
が
ま
っ
た
-
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
最
大

の
欠
陥
で
あ
る
が
'
今
は
こ
れ
を
タ
ナ
上
げ
に
し
て
'
「
聞
き
書
き
」
と
い
う

こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
'
今
後
の
私
自
身
の
方
向
を
探
る
反
省
の
材
料
に
し
よ

う
と
思
う
。

私
が
こ
の
た
び
取
り
組
ん
だ
の
も
国
語
学
習
の
一
環
と
し
て
で
あ
る
は
ず
だ

か
ら
へ
さ
き
の
日
本
史
の
実
践
例
と
は
ま
た
違
っ
た
角
度
で
の
迫
り
方
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
国
語
学
習
と
し
て
の
「
聞
き
書
き
」
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
'
「
聞
き
書
き
」
と
い
う
作
業
を
通
し
て
ど
ん
な
「
国
語
の
力
」

を
義
う
べ
き
な
の
か
へ
　
そ
の
可
能
性
は
ど
う
か
な
ど
に
つ
い
て
見
通
し
を
樹
て

ね
ば
な
ら
な
い
。
今
回
の
場
合
'
そ
う
い
う
見
通
し
と
細
か
い
配
慮
が
ま
っ
た

く
欠
け
て
い
た
O
　
そ
の
意
味
で
、
以
下
述
べ
る
こ
と
は
「
こ
う
す
れ
ば
良
か
っ

た
」
と
い
う
観
点
で
の
も
の
で
あ
る
。

野
地
先
生
は
そ
の
「
作
文
教
育
の
探
究
」
の
中
で
、
文
茸
制
作
過
程
を
「
取

材
・
構
想
・
記
述
・
批
正
・
処
理
」
と
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
各
段
階
に

密
着
し
た
指
導
を
適
切
に
行
な
う
こ
と
が
つ
ま
り
、
前
記
の
要
請
に
応
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

川
　
間
ノ
＼
　
↓
　
伸
が
j
t
 
u
j
Q
H
・
つ
た
.
'
叩
＼
か
o

「
聞
き
書
き
」
と
い
う
こ
と
を
「
聞
-
」
の
部
分
と
「
苦
く
」
の
部
分
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
'
「
閉
-
」
の
部
分
は
さ
き
の
「
取
材
」
の
段

階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
「
聞
-
」
の
部
分
は
四
活
動

領
域
の
1
つ
と
し
て
へ
　
そ
れ
自
体
の
完
成
を
目
指
す
と
同
時
に
'
「
書
-
」
こ

と
の
前
段
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
「
何
を
」
　
「
ど
の
よ
う

に
」
閥
-
か
と
い
う
課
題
が
出
て
-
る
。
こ
れ
は
言
語
活
動
の
場
面
と
し
て

は
'
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
と
か
対
談
と
か
が
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
の
際
に
必
要
な
こ

と
は
「
生
き
方
」
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
相
手
の
中
に
入
っ
て
「
聞

く
」
こ
と
'
そ
れ
は
「
聞
き
出
す
」
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
「
聞
き
拡
げ
」
に
ま

で
到
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら
聞
く
態
度
で
あ

り
'
学
び
と
る
と
い
う
姿
勢
で
も
あ
ろ
う
。
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
広
い
視
野
や

多
元
的
な
見
方
を
獲
得
し
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
己
の
主
体
的
な
生
き
方
を
確

立
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
資
料
や
文
献
を
探
索
し
'
「
何
を
開
-

か
」
を
具
体
的
に
挙
げ
て
み
る
な
ど
取
材
の
構
想
を
立
て
る
こ
と
が
ぜ
ひ
必
要

で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
「
減
反
」
と
か
「
炭
坑
閉
山
」
と
か
「
特
攻
隊
」

と
か
'
概
念
的
に
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
ば
の
正
確
な
意
味
を
'
父
母
の

生
活
実
態
や
口
分
の
人
生
を
結
び
つ
け
て
把
捉
す
る
た
め
の
質
問
の
用
意
で
あ

る
。そ

し
て
'
相
手
の
話
を
よ
-
聞
い
て
要
点
を
メ
モ
す
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と

で
あ
る
。
藤
原
与
l
先
生
は
「
私
の
国
語
教
育
学
」
の
中
で
、
「
聞
く
」
原
理

と
し
て
「
受
容
・
虚
心
・
三
段
階
の
認
識
　
-
　
素
材
聞
き
・
文
法
開
き
・
表
現
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聞
き
ト
ー
-
-
」
を
挙
げ
て
お
ら
れ
'
さ
ら
に
「
開
く
心
が
け
を
各
自
に
立
案
さ
せ

る
」
と
し
て
、
次
の
1
0
項
目
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

1
　
心
を
清
ら
か
に
し
て
'
相
手
の
話
を
'
心
の
中
に
入
れ
込
む
。

2
　
ゆ
っ
た
り
と
開
く
。

3
　
人
の
話
し
の
'
は
じ
め
の
こ
と
ば
に
注
意
す
る
。

4
　
聞
い
て
い
る
途
中
で
、
注
意
を
そ
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。

5
　
聞
い
て
い
る
要
点
を
書
き
つ
け
る
こ
と
に
つ
と
め
る
(
メ
モ
を
と
る
)
。

-
I
0
-
-
話
し
の
お
あ
り
の
こ
と
ば
に
'
I
・
と
-
に
注
意
す
る
　
　
　
　
　
　
-
ー

7
　
聞
く
近
寄
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

8
　
開
く
の
は
心
耳
で
閃
-
の
で
あ
る
。
心
耳
は
か
ら
だ
全
体
に
つ
い
て
い

る
。
I
正
対
'
ま
な
こ
'
中
座
へ
私
語
、
表
情
。

9
　
閲
-
理
解
は
'
自
己
の
表
現
で
あ
る
。

1
0
　
聞
く
生
活
の
根
本
に
あ
る
べ
き
も
の
は
、
ま
心
で
あ
る
と
心
が
け
た

_
>

国
語
学
習
と
し
て
は
'
こ
の
よ
う
な
「
本
気
で
閉
-
場
」
を
ど
の
よ
う
に
設

定
し
て
ゆ
-
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

_
封
　
書
-
↓
　
何
到
ヾ
A
)
疎
封
叫
、
苫
-
か
。

「
聞
く
」
の
部
分
が
'
野
地
先
生
の
い
わ
れ
る
「
取
材
」
の
段
階
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
雷
-
」
の
部
分
は
「
構
想
・
記
述
・
批
正
」
の
段
階

に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
O
　
い
わ
ゆ
る
作
文
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
'
「
聞
き
書
き
」

と
い
う
こ
と
に
即
し
て
い
え
ば
、
記
録
と
か
報
告
と
か
い
え
る
も
の
で
あ
る
O

こ
の
階
段
は
、
前
の
「
閉
-
」
段
階
で
取
材
し
た
こ
と
が
材
料
に
な
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
が
、
資
料
や
文
献
に
よ
っ
て
補
強
し
て
お
-
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
0
　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中
か
ら
'
∩
分
の
讃
こ
う
と
す
る
文
章
の
主
題
を
ほ
っ

き
り
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
大
切
な
こ
と
は
生
活
を
見
つ
め
よ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
り
、
聞
き
取
っ
た
相
手
の
生
活
実
態
が
社
会
(
の
動
き
)
と
ど
う

関
連
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
L
t
　
そ
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
立
場
を
明
確

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
い
と
'
そ
の
「
聞
き
書
き
」
は
個
人
的
な
も

の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
'
普
遍
的
な
広
が
り
を
持
っ
た
「
記
録
」
や
「
報
告
」

に
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
古
き
手
自
身
の
「
考
え
」
や

「
感
想
」
　
(
-
意
見
・
判
断
・
解
釈
)
が
盛
り
込
ま
れ
'
話
の
ど
の
部
分
を
切

り
取
る
か
に
書
き
手
C
-
聞
き
手
)
-
の
個
性
と
問
題
意
識
が
強
-
働
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

そ
し
て
'
読
み
手
を
想
定
し
'
構
成
を
た
て
'
具
体
的
な
記
述
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
'
野
地
先
生
が
「
作
文
指
導
論
」
の
中
で
示
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
'
「
批
正
」
　
(
学
習
者
相
互
、
指
導
者
に
よ
る
)
を
繰
り
返
し
て
、
よ
り
す

ぐ
れ
た
文
章
に
練
り
上
げ
て
ゆ
-
指
導
が
き
め
細
か
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
具
体
的
な
話
を
ど
う
取
り
入
れ
る
か
'
方
言
使
用
を
ど
う
活
か
す
か
'
相

手
の
こ
と
ば
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
の
意
味
へ
人
称
を
ど
う
す
る
か
な
ど
に

つ
い
て
へ
　
具
体
的
・
個
別
的
な
指
導
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
野
地
先
生
の
い
わ
れ
る
「
処
理
」
の
段
階
は
'
「
文
集
な
ど
の
試
み

の
ほ
か
、
学
習
者
の
作
文
資
料
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
-
か
が
課
題
と
な

る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
'
今
回
の
実
践
に
お
い
て
も
'
「
文
集
」
は
完
成

し
た
も
の
の
そ
の
活
用
の
方
向
に
は
一
歩
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ

た
。

川
　
生
活
・
歴
史
　
⊥
　
何
が
釦
際
か
。

今
回
の
場
合
へ
　
「
短
歌
に
触
発
さ
れ
た
感
想
・
思
い
出
を
聞
き
取
り
、
文
章

化
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
課
題
に
し
た
の
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
こ
と
の
意
図
や
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目
標
を
学
習
者
の
中
に
明
確
に
定
着
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
大
き

な
欠
陥
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
標
や
意
図
と
は
'
話
し
手
(
-
父
母
)
の
生
活
実

態
を
知
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
中
の
再
び
・
悲
し
み
・
苦
し
み
・
憤

り
を
わ
が
も
の
と
し
て
探
-
感
じ
取
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
生
き
方
に
つ
い

て
考
え
も
そ
の
背
景
と
し
て
の
社
会
の
動
き
や
歴
史
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
話
し
手
(
=
父
母
)
の
生
き
て
き
た
時

代
状
況
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
'
現
代
を
い
か
に
生
き
て
い
く
か
と
い
う
自

己
の
課
題
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
学
習
者
の

胸
の
中
に
は
っ
き
り
と
位
匿
づ
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が

な
か
っ
た
た
め
に
'
・
単
に
父
母
の
話
の
丸
写
し
で
あ
っ
た
り
'
「
～
だ
っ
た
そ

ぅ
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
か
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
き
た
が
'
こ
れ
ら
の
目
標
・
意
図
や
学
習
活
動
を

具
体
的
に
実
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
容
易
で
は
な
い
け
れ
ど
'
こ
れ

ら
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
'
「
聞
き
書
き
」
を
国
語
学
習
の
生

き
た
場
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
回
の
実
践
は
、
近
藤
芳
美
氏
と
の
「
出
会
い
」
　
(
私
な
り
の
)
を
き
っ
か

け
に
思
い
立
っ
た
学
習
で
あ
っ
た
が
、
学
習
者
を
作
業
に
駆
り
立
て
た
だ
け
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
o
学
習
者
が
忙
し
く
し
て
い
る
の
を
見
て
「
国
語
学
習
」

を
さ
せ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
き
に
述
べ
た
「
最
低

ラ
イ
ソ
」
の
実
現
も
は
な
は
だ
心
寒
い
.
い
_
ち
ば
ん
か
ん
じ
ん
な
'
そ
れ
ぞ
れ

の
学
習
活
動
の
節
目
節
目
で
そ
の
目
標
を
達
成
す
べ
く
そ
の
学
習
活
動
を
十

分
に
活
か
す
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
は
な
は
だ

心
許
な
い
。
た
だ
、
そ
の
「
場
」
を
設
定
し
た
だ
け
で
そ
の
中
味
に
つ
い
て
は

何
も
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
た

が
、
百
二
十
名
の
学
習
者
は
よ
く
つ
い
て
来
て
-
れ
た
。
私
の
十
分
な
「
指
導
」

が
あ
れ
ば
'
も
っ
と
「
成
果
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
「
聞

き
書
き
」
学
習
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

今
後
は
'
学
習
活
動
の
節
目
に
応
じ
て
「
学
習
の
手
引
き
」
を
用
意
し
'
国

語
学
習
の
場
と
し
て
「
国
語
の
力
」
を
十
分
に
つ
け
て
ゆ
-
学
習
活
動
を
具
体

的
に
組
織
し
て
ゆ
-
こ
と
を
ぜ
ひ
考
え
て
み
た
い
。

(
一
九
八
〇
・
四
・
五
(
土
)
)
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