
歌
人
の
「
生
」
に
迫
.
る
短
歌
指
導

-
　
近
藤
芳
美
氏
「
戦
争
と
戦
後
と
」
を
中
心
に

万
　
　
代

(
こ

「
現
代
国
語
」
で
短
歌
を
指
導
す
る
視
点
は
ど
こ
に
置
く
べ
き
か
。
望
ま
し

い
教
材
と
し
て
ほ
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。
指
導
方
法
と
か
か
わ

ら
せ
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。

(
法
1
)

橘
誠
氏
は
'
短
歌
・
俳
句
の
指
導
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
。

(
指
導
上
の
方
針
)

川
　
短
歌
へ
俳
句
の
理
解
・
鑑
賞
が
、
日
本
文
学
を
理
解
し
'
日
本
語
の
美
し

さ
を
知
る
上
に
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
指
導
す
る
。

脚
　
生
徒
の
感
想
・
批
評
を
生
か
し
'
短
歌
・
俳
句
が
身
近
か
な
も
の
で
あ
る

よ
う
に
指
導
す
る
。

仙
　
人
の
作
品
を
理
解
・
鑑
賞
す
る
だ
け
で
な
-
'
み
ず
か
ら
創
作
し
て
心
を

慰
め
、
表
現
の
喜
び
を
味
わ
い
う
る
よ
う
な
境
地
に
ま
で
指
導
す
る
O

(
目
標
お
よ
び
そ
の
立
て
方
)

川
　
短
歌
・
俳
句
の
形
式
や
表
現
上
の
特
色
が
わ
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が

読
み
と
れ
る
。

捌
　
短
歌
的
'
俳
句
的
な
語
い
・
語
法
・
机
成
・
表
記
に
代
れ
、
短
詩
型
文
学

の
特
質
が
わ
か
る
。

川
　
短
歌
・
俳
句
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
声
調
が
味
わ
え
、
こ
と
ば
に
対
す
る

感
覚
が
鎖
-
な
る
O
・

川
　
短
歌
・
俳
句
に
特
有
な
余
組
、
余
情
の
世
界
が
わ
か
り
、
自
然
'
人
事
に

対
す
る
観
察
力
が
鈍
り
'
詩
的
感
受
性
が
豊
か
に
な
る
。

糊
　
作
品
を
過
し
て
'
作
者
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
・
考
え
方
が
わ
か
る
。

(
指
導
内
容
)

川
短
歌
・
俳
句
の
形
式
・
区
切
れ
　
脚
格
調
　
糊
修
辞
法
　
川
史
的
概
観
と
近

代
精
神
　
糊
主
要
作
家
の
作
風
　
㈱
独
自
性
と
そ
の
存
在
の
意
義
　
間
日
本
文

化
、
日
本
文
学
と
の
間
係
　
㈱
創
作

お
よ
そ
'
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
指
導
す
べ
き
内
容
は
網
羅
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
9
し
か
し
'
指
導
時
間
が
川
時
間
程
度
に
限
定
さ
れ
る
中
で
、

こ
れ
ほ
ど
多
様
な
内
容
を
ど
う
指
導
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
i
i
~
)

渡
辺
弘
一
郎
氏
は
、
「
一
般
に
そ
れ
(
短
歌
の
指
導
の
形
)
は
'
朗
読
へ
語

釈
'
文
法
、
通
釈
、
鑑
賞
、
喧
輿
感
想
文
作
成
と
い
う
よ
う
な
形
で
進
む
の

が
'
以
前
か
ら
の
炉
型
を
成
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
な
が

ら
へ
　
「
よ
く
見
か
け
る
指
導
の
刑
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
過
程
を
機
槻
的
に

細
々
し
く
追
っ
て
い
く
も
の
や
、
ま
た
作
品
を
切
り
刻
み
'
文
学
的
香
気
を
蒸

161



屈
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
が
な
し
と
し
な
い
Q
　
い
わ
ば
生
体
解
剖
に
よ
っ
て
生
命

現
象
せ
把
捉
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
要
用
の
す
み
を

っ
っ
い
て
甘
め
ま
わ
す
よ
う
な
方
法
に
終
始
す
る
限
り
へ
生
徒
は
興
味
索
然
'

魅
力
感
喪
失
は
疑
え
な
い
」
と
、
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
'
従
来
の
よ
う
に
'
歌
人
ご
と
に
有
名
短
歌
を
数
首
ず
つ
摘
出
し
て

時
代
順
に
排
列
す
る
教
材
構
成
で
は
、
1
前
1
i
E
の
分
析
・
鑑
賞
に
比
前
が
か

か
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
欠
点
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
思
う
O

(二)5
1
闇
e
サ
:

近
藤
芳
美
氏
は
'
「
な
ぜ
'
短
歌
な
ど
と
い
う
も
の
を
作
ろ
う
と
思
い
立
つ

の
で
し
ょ
う
か
Q
そ
の
と
き
に
は
、
心
の
中
に
必
ず
ひ
そ
か
に
何
ら
か
の
表

白
・
表
現
へ
の
欲
望
を
い
だ
い
て
い
る
に
相
退
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
表

白
・
表
現
の
た
め
の
心
中
の
痔
き
で
あ
り
、
内
部
街
迫
で
あ
る
は
ず
の
も
の
で

す
o
そ
の
捲
き
に
せ
き
立
て
ら
れ
て
わ
た
し
た
ち
は
歌
を
作
ろ
う
と
し
へ
内
部

衝
迫
の
ま
ま
に
『
詩
歌
』
と
い
う
文
芸
に
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
を
語
り
出
し
て

い
く
こ
と
を
求
め
る
も
の
な
の
で
す
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

私
は
'
短
歌
の
中
に
へ
　
こ
の
、
歌
人
の
「
内
部
衝
迫
」
　
「
心
中
の
表
現
へ
の

捲
き
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
'
短
歌
の
授
業
の
根
本
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

自
我
に
目
覚
め
は
じ
め
る
青
春
期
に
は
'
そ
の
「
心
の
捲
き
」
は
、
内
部
に

蟹
税
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
無
気
力
に
も
'
無
関
心
に
も
見
え
る
現
代
の
高
校
生

に
、
表
現
す
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
と
'
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
生

が
他
者
と
か
か
わ
り
あ
う
姿
を
発
見
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
、
そ
う
し
た
契

機
と
し
て
短
歌
教
材
が
生
か
さ
れ
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
る
。

(
≡
)

C

r

い

1

)

生
徒
に
短
歌
の
授
業
に
つ
い
て
の
希
望
を
聞
い
て
み
た
。
結
果
を
希
望
の
多

い
順
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

川
　
教
科
雷
以
外
の
有
名
な
短
歌
に
つ
い
て
学
ぶ
Q

脚
　
歌
人
の
伝
記
な
ど
を
研
究
し
て
'
短
歌
の
生
ま
れ
た
背
景
な
ど
を
学
ぶ
。

川
　
友
達
の
作
っ
た
短
歌
を
み
ん
な
で
味
わ
う
〇

_
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㈲
　
教
科
吉
の
短
歌
を
先
生
か
ら
教
わ
る
。

間
　
好
き
な
歌
の
鑑
賞
文
や
情
景
文
を
苦
く
Q

㈱
　
教
科
書
の
短
歌
を
み
ん
な
(
グ
ル
ー
プ
・
個
人
な
ど
)
で
担
当
し
、
調
べ

て
発
表
す
る
。

脚
　
短
歌
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
。

1
年
生
三
ク
ラ
ス
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
、
川
か
ら
川
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
7

人
ほ
ど
、
糊
か
ら
㈱
ま
で
は
3
0
人
ほ
ど
の
希
望
が
あ
っ
た
。

以
上
の
結
果
か
ら
み
て
、
川
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
名
作
品
主
義
が
筆
頭

を
占
め
る
反
面
へ
堅
川
の
よ
う
な
、
特
定
歌
人
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
人
間

像
や
生
き
方
を
学
び
た
い
と
い
う
希
望
が
非
常
に
多
い
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

だ
と
思
う
。
脚
が
わ
ず
か
3
2
人
し
か
い
な
か
っ
た
の
は
'
と
も
す
る
と
、
研
究

書
の
受
け
売
り
や
、
教
授
者
の
印
象
批
評
の
押
し
つ
け
、
語
法
・
句
法
中
心
の

従
来
の
短
歌
授
業
に
対
す
る
反
省
を
迫
る
も
の
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

現
代
高
校
生
は
語
-
こ
と
が
に
が
手
で
意
欲
に
乏
し
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
'

川
が
多
-
の
希
望
を
災
め
、
間
も
相
当
放
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
生
徒
の
「
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自
己
表
現
」
の
力
は
'
適
切
表
現
指
導
に
よ
っ
て
十
分
に
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
言
え
よ
う
。

(四)

(班">)武
川
忠
一
氏
は
'
短
歌
の
本
質
で
あ
る
押
惰
性
と
∧
自
我
>
と
の
か
か
わ
り

が
、
近
代
短
歌
を
成
立
さ
せ
る
契
枚
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
。

1
~
「
近
代
短
歌
に
お
い
て
、
自
己
の
内
の
も
う
一
人
の
自
己
が
自
己
を
語
る
こ

と
を
確
立
し
ょ
う
と
し
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
。
短
歌
の
場
合
、
こ
の
こ
と

は
な
か
な
か
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ね
に
情
感
の
流
れ
ゆ
ら
ぎ
が
'

窮
極
で
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
ら
か
の
意
味
で
情
感

へ
の
自
己
陶
酔
を
誘
わ
れ
る
よ
う
な
価
向
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
t
　
は

じ
渦
か
ら
の
陶
酔
は
自
己
定
位
を
解
消
に
終
鳶
さ
せ
る
よ
う
な
契
機
を
含
む
の

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
」

こ
の
観
点
に
立
て
ば
'
三
省
堂
「
新
編
現
代
国
語
」
　
の
短
歌
教
材
の
扱
い

は
'
短
歌
の
特
質
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
試
み
と
し
て
高
-
評
価
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

(五)

「
新
編
現
代
国
語
」
　
の
短
歌
教
材
は
、
第
1
学
年
だ
け
に
配
当
さ
れ
て
お

り
'
第
六
単
元
「
青
春
の
情
感
」
の
脚
、
間
が
そ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。

糊　は(lI

「
少
年
」
　
北
杜
夫

「
わ
が
青
春
I
短
歌
と
の
出
合
い
1
」
近
藤
芳
美

「
髪
五
尺
-
短
歌
十
五
首
-
」

「
少
年
」
は
'
旧
制
高
校
に
入
学
し
'
自
我
の
目
覚
め
を
経
験
し
っ
つ
あ
る

主
人
公
が
'
北
ア
ル
プ
ス
に
独
り
で
で
か
け
へ
　
大
自
然
の
神
秘
に
心
を
洗
わ

れ
'
自
然
に
従
順
な
人
間
の
愛
す
べ
き
生
に
思
い
至
る
自
伝
的
小
説
で
あ
る
。

「
わ
が
青
春
」
は
、
歌
人
と
し
て
生
き
た
原
点
と
し
て
の
、
中
学
時
代
か
ら
高

校
時
代
に
か
け
て
の
短
歌
と
の
出
会
い
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
現
実
社
会
へ
閃
か

れ
て
ゆ
く
精
神
の
軌
跡
を
辿
り
つ
つ
「
短
歌
と
は
何
か
」
を
体
験
的
に
記
し
た

も
の
、
「
短
歌
十
五
首
」
は
、
近
現
代
歌
人
の
十
代
か
ら
二
十
代
の
青
春
の
情

感
を
よ
ん
だ
短
歌
ば
か
り
が
選
ん
で
あ
る
。

(六)

短
歌
教
材
と
し
て
の
観
点
か
ら
、
各
教
材
は
ど
の
よ
う
な
特
色
と
問
題
点
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

H
　
「
わ
が
青
春
-
短
歌
と
の
出
会
い
」

近
藤
芳
美
氏
の
、
短
歌
を
必
然
と
す
る
生
き
方
へ
到
達
す
る
道
筋
が
的
確
に

描
か
れ
て
い
る
。
平
素
短
歌
に
か
か
わ
り
の
蒋
い
生
徒
へ
の
導
入
教
材
と
し

て
'
同
年
代
へ
の
親
近
感
も
あ
り
'
適
切
な
教
材
と
い
え
よ
う
。

<e<-)

し
か
し
「
わ
た
し
た
ち
の
う
た
う
「
生
」
は
'
わ
た
し
た
ち
人
間
の
「
個
」

の
世
界
'
内
部
世
界
に
だ
け
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
「
生
活
」

「
生
壮
」
　
「
人
生
」
な
ど
と
つ
ね
に
外
部
世
界
に
間
あ
り
'
し
か
も
今
'
そ
の

世
界
は
か
っ
て
な
い
放
し
さ
'
険
し
さ
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
「
個
」
を
め
ぐ

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
'
戦
争
と
戦
後
と
に
つ
づ
く
今
日
の
歴
史
と
言
い
ま
し

た
。
今
日
、
地
上
は
隈
な
く
無
数
の
核
兵
器
に
覆
わ
れ
'
人
間
は
そ
の
か
げ
に

わ
ず
か
な
平
和
に
す
が
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
(
中
略
)
そ
こ
に
生
き
へ
そ
こ

で
み
ず
か
ら
の
「
生
」
を
問
う
こ
と
を
短
歌
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
現
代
」
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と
呼
ぶ
今
の
危
機
の
日
に
、
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
「
生
き
方
」
の
問
い

と
な
り
、
他
に
見
て
い
く
世
界
は
も
は
や
な
い
と
も
言
え
ま
す
。
短
歌
の
「
柁

情
」
と
い
う
意
味
を
も
し
思
う
な
ら
、
そ
の
地
点
で
'
う
た
わ
れ
て
い
く
人
間

ひ
と
り
の
心
の
表
白
と
な
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
」
と
語
る
氏
の
文
章
に
し
て

は
'
本
教
材
は
あ
ま
り
に
も
毒
気
を
抜
か
れ
た
教
科
容
凪
の
文
章
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

青
春
に
お
け
る
<
自
我
>
の
目
覚
め
に
焦
点
を
し
ぼ
り
'
短
歌
に
向
か
う
必

然
を
追
求
す
る
文
章
で
は
あ
っ
て
も
'
そ
も
そ
も
、
口
我
の
形
成
そ
れ
自
体
が

「
厳
し
い
壁
の
時
代
」
と
の
対
決
の
中
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
へ
そ

の
壁
が
ど
ん
な
も
の
と
し
て
存
在
し
'
そ
れ
に
ど
う
い
う
思
い
で
決
対
し
'
そ

こ
で
ど
う
い
う
作
品
を
生
ん
だ
か
が
具
体
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
生
徒
を
納

得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

口
　
髪
五
尺
-
短
歌
十
五
首
-

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
こ
の
教
材
で
の
短
歌
の
選
択
、
排
列
は
単
元
主
題

に
そ
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
o

(
採
録
作
品
)

「
髪
五
尺
」
　
「
そ
の
子
二
十
」
　
「
照
脂
色
は
」
　
「
な
に
と
な
-
」
　
(
以
上
与
謝

野
晶
子
)
　
「
い
の
ち
な
き
」
　
「
や
は
ら
か
に
」
　
「
し
ら
し
ら
と
」
　
「
新
し
き
明

日
の
来
た
る
を
」
_
(
以
上
石
川
啄
木
)
　
「
秋
づ
け
ば
」
　
「
秋
浅
き
」
　
(
以
上
中

村
巾
翌
日
)
　
「
額
に
触
る
る
」
　
「
挑
み
く
る
」
(
以
上
宮
柊
二
)
　
「
職
種
に
」
(
塚

本
邦
雄
)
　
「
暗
き
そ
ろ
う
」
　
(
岡
井
隆
)
　
「
マ
ッ
チ
擦
る
」
　
(
寺
山
修
司
)

(
教
材
採
録
の
ね
ら
い
)
　
-
　
指
導
書
に
よ
る
1

①
　
同
世
代
の
歌
と
い
う
こ
と
で
、
各
歌
人
の
二
十
代
前
後
の
詠
歌
を
選
ん
だ

こ
と
。

②
　
現
代
の
青
春
に
は
現
代
の
短
歌
を
と
い
う
考
え
か
ら
'
現
代
短
歌
へ
　
と
り

わ
け
戦
後
短
歌
三
百
を
選
ん
だ
こ
と
。

③
　
時
代
や
個
々
の
歌
人
の
生
活
と
結
び
つ
-
短
歌
の
詠
嘆
性
が
ど
の
よ
う
に

形
象
化
さ
れ
て
い
る
か
が
比
較
で
き
る
よ
う
へ
近
代
を
短
歌
が
ど
う
生
き
、
通

過
し
っ
つ
'
現
代
に
生
き
続
け
て
い
る
か
も
考
察
可
能
な
よ
う
に
時
代
順
に
並

べ
た
こ
と
。

①
　
民
族
詩
と
し
て
の
短
歌
が
、
戦
後
新
し
い
道
を
開
拓
し
て
い
る
現
実
に
立

・
r
・
:
:

ち
、
思
想
の
短
歌
と
し
て
の
戦
後
短
歌
の
位
位
づ
け
を
考
慮
し
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
・
①
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
単
元
主
題
を
ふ
ま
え
な
が
ら
へ
　
③
の
「
近
代
」

と
短
歌
と
の
か
か
わ
り
、
④
の
思
想
の
短
歌
の
導
入
、
と
り
わ
け
戦
後
短
歌
の

大
胆
な
採
用
な
ど
は
、
新
鮮
な
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
.

し
か
し
'
教
材
の
選
択
が
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、
歌
人
l

人
に
1
首
や
二
首
の
歌
で
は
'
そ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
叙
情
や
思
想
の
深
さ
'

歪
さ
を
わ
か
り
抜
-
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
o

生
徒
が
短
歌
学
習
に
求
め
た
歌
人
の
生
き
方
や
思
想
へ
の
間
心
に
こ
た
え
る

た
め
に
は
'
同
1
歌
人
に
つ
い
て
相
当
数
の
歌
を
用
意
し
た
り
'
作
歌
の
背
景

に
間
す
る
あ
る
程
度
の
資
料
の
提
供
も
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(七)

以
上
の
よ
う
な
教
材
に
対
す
る
分
析
、
批
判
を
ふ
ま
え
て
、
私
は
補
助
教
材

を
加
え
た
次
の
よ
う
な
単
元
構
成
を
考
え
て
み
た
。
(
短
歌
関
連
教
材
の
み
)

川
　
「
わ
が
青
春
」
-
近
藤
芳
美
(
教
科
書
)

(
江
7
)

_
　
r
戦
争
と
戦
後
と
」
　
(
プ
-
ソ
ト
1
)
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(
狂
8
)

(
付
)
　
「
わ
が
愛
謝
す
る
近
藤
芳
美
作
品
」
稲
田
定
雄
(
プ
リ
ン
ト
2
)

川
　
「
髪
五
尺
-
短
歌
十
五
首
I
」
　
(
教
科
書
)

(
付
)
　
0
「
東
海
の
」
　
「
や
は
ら
か
に
」
　
「
そ
の
子
二
十
」
　
「
な
に
と
な
く

」
　
「
清
水
へ
」
の
解
説
、
(
『
近
代
短
歌
要
解
』
村
田
邦
夫
)
①
「
新
し

き
」
　
「
東
海
の
」
の
解
説
(
『
近
代
短
歌
の
鑑
賞
と
批
評
』
木
俣
修
)

③
「
そ
の
子
二
十
」
の
解
説
(
『
現
代
短
歌
精
読
』
谷
架
)
(
プ
リ
ン
ト
3
)

川
　
啄
木
作
品
　
抄
、
付
略
年
表
(
岡
山
操
山
高
校
、
神
社
栄
二
教
諭
の
選
に

よ
脊
)
　
(
プ
リ
ン
-
4
)

糊
　
生
徒
作
品
選
　
生
徒
二
百
ず
つ
　
(
プ
リ
ン
ト
5
)

こ
こ
で
は
紙
数
の
間
係
で
、
近
藤
氏
に
か
か
わ
る
川
脚
を
中
心
に
報
告
し
'

他
に
つ
い
て
は
詳
細
は
他
の
槻
全
に
譲
り
た
い
。

H
　
「
わ
が
青
春
」
に
つ
い
て
の
実
践

教
材
に
つ
い
て
は
の
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
指
導
目
標
を
t
 
S
　
作
者

の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
通
し
て
の
'
短
歌
観
の
深
ま
り
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。

帥
　
作
者
が
短
歌
に
生
き
た
必
然
性
を
共
感
を
持
っ
て
把
え
さ
せ
る
こ
と
'
の

二
点
に
絞
っ
て
み
た
。
特
に
∽
に
つ
い
て
は
'
作
老
が
青
春
の
日
の
憂
愁
を
語

り
出
す
自
己
表
現
と
し
て
の
短
歌
か
ら
'
友
人
を
通
し
て
の
'
他
者
へ
の
出
会

い
と
し
て
の
短
歌
'
さ
ら
に
孤
独
な
自
己
に
対
す
る
短
歌
へ
と
屈
折
し
な
が

ら
'
重
苦
し
い
戦
争
の
時
代
に
生
き
る
心
の
焦
燥
の
表
現
と
し
て
の
短
歌
へ
と

深
ま
っ
て
い
-
過
程
を
追
う
こ
と
に
蛮
点
を
㌍
い
た
。

い
ま
、
生
徒
の
書
い
た
作
者
に
対
す
る
感
想
の
1
部
を
紹
介
す
る
。

○
　
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
社
会
に
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
-
、
自

分
の
意
志
を
貫
い
て
短
歌
作
家
の
道
を
歩
ん
だ
筆
者
の
生
き
方
は
す
は
ら
し
い

と
思
う
。

な
ど
は
'
作
者
の
短
歌
に
か
け
る
思
い
を
す
な
お
に
受
け
と
り
'
感
動
し
て

お
り
、
大
半
の
感
想
は
こ
の
類
で
あ
っ
た
。
一
万
、

〇
　
筆
者
に
は
筆
老
な
り
の
意
見
が
あ
り
'
生
き
方
が
あ
る
と
思
う
が
、
戦
争

の
間
の
こ
と
が
わ
か
ら
ず
'
そ
の
辺
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
。

○
　
こ
の
文
章
だ
け
で
は
、
筆
者
の
ほ
ん
と
う
の
苦
し
み
が
わ
か
ら
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
。

-
な
ど
の
へ
-
文
章
に
つ
い
て
の
批
判
も
あ
っ
た

○
　
苦
し
い
時
代
、
苦
し
い
人
生
な
ん
て
人
に
は
い
ら
な
い
t
と
私
た
ち
は
よ

く
思
う
O
け
れ
ど
も
'
こ
の
文
苛
を
読
む
と
'
「
苦
し
み
、
た
え
き
れ
な
い
思

い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
へ
　
今
月
分
は
自
分
の
人
生
を
歩
い
て
い
る
ん
だ
」
と
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
で
、
私
た
ち
の
考
え
を
は
ず
か
し
-
思
う
o
　
そ
し
て
'
彼
を
強

い
人
だ
と
思
う
0
た
だ
、
短
歌
に
逃
げ
て
い
た
と
い
え
る
一
面
も
あ
る
の
で
、

も
っ
と
男
ら
し
く
生
き
ら
れ
た
ら
よ
か
っ
た
と
思
う
。

○
　
作
者
は
戦
争
を
批
判
し
'
ま
た
そ
の
苦
し
い
状
況
の
中
で
短
歌
を
歌
い
続

け
た
の
は
立
派
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
や
は
り
、
少
し
は
傍
観
者
的
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

○
　
常
に
孤
独
な
人
の
よ
う
な
感
じ
だ
が
、
そ
こ
は
少
し
好
き
に
な
れ
な
か
っ

た
。
た
だ
静
か
に
も
の
を
見
つ
め
る
人
の
'
鋭
い
其
直
な
目
が
感
じ
ら
れ
た
。

な
ど
の
、
作
者
自
身
に
対
す
る
批
判
も
あ
っ
た
。

臼
　
「
戦
争
と
戦
後
と
」
の
教
材
化
と
そ
の
実
践

「
戦
争
と
戦
後
と
」
は
、
雑
誌
「
短
歌
」
臨
時
増
刊
『
現
代
短
歌
の
す
べ
て
』

(
昭
和
5
2
年
7
月
)
に
「
現
代
短
歌
の
証
言
　
-
　
戦
後
と
歌
と
人
間
と
」
の
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1
品
と
し
て
の
せ
ら
れ
た
約
六
千
字
の
回
想
的
随
想
で
あ
る
。

小
　
　
　
ふ
・
り
-
-
?
"
-
J

上
海
陸
軍
病
院
に
胸
部
疾
患
と
し
て
入
院
中
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
南
方

へ
送
ら
れ
る
途
中
、
再
発
し
て
広
島
で
除
隊
'
京
城
の
家
へ
灯
る
.
の
ち
'
妻

と
東
京
に
出
て
設
計
技
師
と
し
て
働
-
が
、
空
襲
で
北
浦
和
に
疎
開
、
そ
こ
で

終
戦
を
迎
え
る
。
任
土
と
化
し
た
中
で
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
複
刊
さ
れ
る
9
戦
争

中
も
短
歌
は
ぎ
り
ぎ
り
の
こ
と
ば
を
歌
と
し
て
茄
ね
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

人
間
の
こ
と
ば
と
し
て
の
短
歌
が
あ
か
ら
さ
ま
に
作
れ
る
の
だ
と
思
う
と
'
歌

あ
わ
は
な
ら
ぬ
現
実
は
あ
ま
り
に
も
多
く
、
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
歌

を
作
っ
た
。

敗
戦
後
も
、
異
国
の
占
領
軍
を
「
解
放
者
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
お
ろ
か
さ
の
中

で
、
そ
れ
は
ち
が
う
と
い
う
ひ
そ
か
な
焦
燥
と
怒
り
の
思
い
を
吐
き
つ
づ
け
た

が
、
そ
う
し
た
私
の
態
度
は
か
え
っ
て
「
傍
観
者
」
と
い
う
批
判
を
浴
び
た
'

戦
争
に
生
き
残
っ
た
と
い
う
同
じ
思
い
の
者
が
集
ま
っ
て
「
新
歌
人
鮫
同
」

が
生
ま
れ
た
.
そ
し
て
折
か
ら
の
「
人
民
短
歌
」
の
人
々
と
の
「
政
治
と
文
学
」

論
争
、
「
第
二
芸
術
論
」
に
代
表
さ
れ
る
「
短
歌
否
定
論
」
を
甲
見
る
人
々
と

の
「
短
歌
の
思
想
性
」
の
論
争
を
束
ね
た
'

朝
鮮
戦
争
の
時
代
か
ら
'
虚
梢
の
崇
柴
に
沸
く
現
代
ま
で
、
す
べ
て
激
動
の

中
に
あ
っ
た
と
言
え
る
O
　
わ
た
し
た
ち
が
詩
歌
作
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
'

表
現
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
表
現
著
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
認
識

著
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

Tl)　臥‥'..」.-化-.,j.'---～

<
r
r
:
?
0

い
ま
近
藤
氏
の
こ
の
文
章
を
教
材
と
す
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
菱
川

善
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
近
藤
芳
美
、
宮
柊
二
、
山
本
友
一
へ
小
茄
政
治
、
大
野
誠
夫
、
加
藤
克
己

等
'
い
ず
れ
も
、
世
代
的
に
見
る
な
ら
戦
争
の
時
代
に
知
性
を
う
け
'
戦
争
の

悲
倍
に
た
え
た
世
代
に
よ
っ
て
、
ま
ず
戦
後
の
短
歌
は
切
り
柘
か
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
'
近
藤
芳
美
『
炊
吹
-
街
』
(
昭
2
3
)
と
官
柊
二
の
『
小
糸
I
r
珠
』

(
昭
2
3
)
ほ
ど
'
こ
の
時
代
を
か
く
す
代
表
的
な
歌
熊
は
な
い
だ
ろ
う
。
近
藤

氏
の
歴
史
の
む
こ
う
に
政
治
を
み
、
個
と
歴
史
の
断
既
に
立
っ
て
、
そ
の
氏
を

み
つ
め
る
い
た
ま
し
い
知
性
と
'
宮
柊
二
の
魂
の
深
淵
を
つ
き
動
か
す
孤
独
感

こ
そ
は
、
単
に
戦
樺
派
短
歌
の
双
壁
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
'
戦
後
文
学
全
体

に
お
い
て
'
時
代
的
苦
悶
を
わ
か
つ
も
の
と
し
て
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

近
藤
氏
の
「
政
治
と
人
間
へ
の
呪
い
、
ま
た
そ
こ
を
生
き
る
知
性
の
い
た
み

と
孤
独
の
深
さ
」
　
(
菱
川
氏
)
こ
そ
、
「
わ
が
青
春
」
の
庶
流
に
あ
り
な
が
ら

E
i
.
脱
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
生
徒
に
き
ち
ん
と
と
ら
え
さ
せ
た
い
こ
と
で

あ
る
。「

長
い
戦
争
と
戦
後
の
時
代
が
続
い
た
。
そ
の
暗
い
'
範
苦
し
い
日
々
、
わ

た
し
ほ
幾
度
と
な
-
生
き
る
こ
と
の
惑
い
を
琉
ね
た
。
そ
う
し
た
口
に
、
今
ど

の
よ
う
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
へ
　
心
の
中
で
叫
び
た
い
思
い
の
し
た

こ
と
」
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
だ
ろ
う
O
　
そ
の
叫
び
を
わ
た
し
は
自
分
の
歌
と
し

た
)
　
と
教
科
容
で
抽
象
的
に
し
か
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
短
歌
と
か
か
わ
る
精
神

の
歴
史
を
'
具
体
的
、
実
感
的
に
吐
試
し
っ
-
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

n
f
B
　
実
践
の
あ
ら
ま
し

授
業
で
使
用
し
た
プ
リ
ン
ト
と
、
生
徒
の
ノ
ー
-
・
定
期
テ
ス
ト
・
ア
ン
ケ

ー
ト
(
期
末
テ
ス
ト
の
あ
と
実
施
)
と
に
よ
っ
て
実
践
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
た

ヽ
　
°

_
>(

こ
　
筆
者
の
戦
争
中
の
行
動
を
表
に
ま
と
め
よ
。

169



読
解
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
ま
ず
筆
者
の
行
動
を
ま
と
め
さ
せ
た
。

(
二
)
　
筆
者
の
戦
争
に
つ
い
て
の
態
度
は
'
ど
ん
な
特
徴
を
持
つ
か
。
本
文
に

即
し
て
整
理
し
て
み
よ
。

川
「
戦
争
の
推
移
と
い
う
現
実
を
、
わ
た
し
は
東
京
に
い
て
見
て
い
た
か
っ

た
。
」

○
　
第
三
者
的
立
場
=
傍
観
考
戦
争
と
い
う
狂
気
に
押
し
流
さ
れ
な
い
で
'

冷
静
に
現
実
を
み
つ
め
て
ゆ
き
た
い
.
(
N
さ
ん
)

肋
「
す
ぐ
れ
た
才
能
を
持
っ
て
い
た
相
沢
正
は
前
戦
で
戦
死
し
た
。
」

知
識
人
と
し
て
の
戦
争
批
判
知
識
人
と
い
わ
れ
る
人
々
は
'
戦
争
に
弱
く

一
番
に
死
ん
で
い
-
0
(
K
さ
ん
)

㈱
「
燈
火
管
制
下
で
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
を
読
み
つ
づ
け
て
い

た
。
-
-
日
本
と
戦
う
中
国
の
奥
地
で
今
同
じ
『
戦
争
と
平
和
』
が
読
み
つ
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
報
道
で
あ
っ
た
。
」

○
　
勇
気
あ
る
編
集
者
。
現
実
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
。
敵
味
方
を
越
え
た
人

間
的
共
感
(
N
さ
ん
)

○
　
敵
国
に
も
平
和
を
望
む
人
が
い
る
。
若
い
世
代
、
戦
う
同
士
に
も
'
冷
静

に
戦
争
を
見
つ
め
る
人
が
い
る
。
(
A
君
)

戦
争
の
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
者
た
り
え
な
か
っ
た
近
藤
氏
の
'
戦
争
を
見
つ

め
る
目
と
、
同
じ
思
い
で
い
る
知
識
人
へ
の
共
感
を
読
み
と
ら
せ
る
と
と
も

に
、
短
歌
作
家
の
筆
の
た
し
か
さ
も
味
託
さ
せ
た
か
っ
た
。

(
≡
)
　
筆
者
が
「
戦
中
」
と
「
戦
後
」
の
社
会
に
共
通
な
点
と
し
て
琵
め
て
い

る
の
は
ど
ん
な
点
か
。
ま
た
へ
相
違
点
と
し
て
認
め
て
い
る
の
は
ど
ん
な
点
か
。

筆
者
の
'
知
識
人
と
し
て
現
実
を
冷
静
に
見
つ
め
て
い
-
態
度
を
確
認
す
る

た
め
の
問
い
と
し
た
。

○
　
(
共
通
点
)
　
苛
烈
な
現
実
'
愚
か
さ
。
(
占
領
軍
l
解
放
者
と
呼
ぶ
)

=
人
々
が
だ
ま
さ
れ
つ
づ
け
、
偽
り
の
中
で
熱
狂
す
る
。
(
相
通
点
)
言
論

の
自
由
(
A
君
)

(
四
)
　
筆
者
が
「
戦
中
」
　
「
戦
後
」
通
し
て
短
歌
に
求
め
た
も
の
は
何
か
。

教
科
書
の
学
習
事
項
の
再
碓
記
で
も
あ
り
、
こ
の
教
材
で
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

と
し
た
点
で
も
あ
る
。

○
　
生
き
る
現
実
を
う
た
う
こ
と
o
　
現
実
に
立
ち
向
か
い
生
き
る
こ
と
の
思

い
了
_
「
偽
り
を
信
じ
る
こ
と
」
に
対
す
る
焦
燥
と
怒
り
の
思
い
ー
_
.
O
;
さ
ん
)

(
五
)
　
次
の
各
項
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
(
抄
出
)

①
　
「
か
ら
う
じ
て
生
き
得
た
わ
た
し
た
ち
の
た
め
、
戦
争
は
三
百
万
の
死
者

を
あ
ら
ゆ
る
前
線
に
残
し
た
」
を
'
普
通
の
文
に
書
き
直
し
'
両
者
を
比
較
し

て
み
よ
J

歌
人
近
藤
氏
の
'
戦
争
の
殺
人
者
と
し
て
の
本
質
を
み
ご
と
に
衝
い
た
的
確

な
文
の
例
と
し
て
注
目
さ
せ
た
い
と
思
い
、
生
徒
に
書
き
換
え
を
試
み
さ
せ
た

の
ち
'
ど
の
よ
う
に
雷
き
換
え
て
み
て
も
、
も
と
の
文
の
持
つ
放
し
さ
に
は
到

底
及
ば
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
。

こ
こ
で
は
、
期
末
テ
ス
-
で
「
私
た
ち
は
、
三
百
万
人
の
人
々
の
桟
牡
を
払

っ
て
や
っ
と
助
か
っ
た
。
」
と
書
き
換
え
た
も
の
と
を
比
較
さ
せ
た
答
案
か
ら

数
例
を
あ
げ
る
。

○
　
詔
き
換
え
た
文
章
は
、
三
百
万
人
の
人
々
が
死
ん
で
自
分
た
ち
が
生
き
の

び
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
述
べ
た
感
じ
だ
が
'
も
と
の
文
箱
は
も
っ
と
戦
争
の

重
さ
'
陥
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

○
　
(
原
文
は
)
三
百
万
を
殺
し
た
の
は
戦
争
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
'
昌
き
換
え
る
と
'
私
た
ち
が
助
か
っ
た
こ
と
と
'
そ
の
た
め
の
犠
牲
者
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の
多
さ
が
束
調
さ
れ
る
。

⑤
　
「
再
び
日
本
の
愚
か
さ
が
始
ま
っ
た
。
」
と
は
ど
う
い
う
点
を
亨
っ
の
か
。

同
じ
く
期
末
テ
ス
ト
の
答
案
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
る
。

○
　
戦
前
も
真
実
に
つ
い
て
は
軍
部
か
ら
も
日
か
く
し
な
さ
れ
て
、
そ
れ
を
見

る
こ
と
が
で
き
ず
'
ま
た
戦
後
に
な
っ
て
さ
え
'
真
実
を
見
極
め
る
こ
と
が
で

き
ず
に
い
る
幻
影
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
事
実
。

○
　
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
も
と
で
狂
気
の
よ
う
に
戦
争
が
叫
ば
れ
'
人
々
が

軍
部
の
偽
り
に
お
ど
ら
さ
れ
て
い
た
事
実
。

○
　
第
二
次
世
界
大
戦
中
な
ど
は
'
「
お
国
の
た
め
に
」
と
か
へ
「
天
皇
陛
下
バ

ン
ザ
イ
」
と
い
っ
て
死
ぬ
の
が
普
通
で
あ
り
'
偽
り
の
中
で
熟
狂
し
て
い
た
点
。

後
の
二
つ
は
'
戦
争
の
「
恩
か
さ
」
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
い
る
。
筆
者
の

知
識
人
と
し
て
の
冷
静
な
現
実
認
識
が
戦
中
戦
後
を
通
し
て
貫
か
れ
て
お
り
、

短
歌
作
家
と
し
て
の
真
実
を
見
き
わ
め
へ
そ
こ
に
歌
を
結
晶
さ
せ
る
姿
勢
の
現

わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
把
ま
せ
る
こ
と
に
餌
意
し
た
o

l
方
と
も
す
る
と
「
進
歩
的
」
と
さ
れ
る
見
方
が
'
特
定
の
「
思
想
」
へ
の

盲
目
的
熱
中
と
な
り
へ
か
え
っ
て
民
衆
を
誤
っ
た
方
向
へ
導
-
も
の
と
な
っ
た

こ
と
に
教
授
者
と
し
て
注
意
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
っ
た
。

(
六
)
　
「
私
が
『
傍
観
者
』
と
い
う
批
判
を
あ
ぴ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。

○
　
他
人
が
幻
影
に
狂
気
し
て
い
る
と
き
に
も
彼
は
現
実
を
冷
静
に
見
つ
め
て

い
た
た
め
。

な
お
へ
次
の
語
句
に
つ
い
て
生
徒
に
調
べ
さ
せ
て
い
る
。

兵
貼
基
地
も
緒
戦
へ
陥
落
へ
燈
火
管
制
へ
焦
土
'
巻
脚
群
へ
凱
旋
へ
共
匹
、
苛

烈
、
魁
偉
'
前
衛
、
果
敢
な
論
客
、
第
二
芸
術
論
、
表
裏
す
る
o
烏
賊
。

日
　
補
助
教
材
と
し
て
生
徒
に
通
読
さ
せ
た
稲
田
氏
の
『
わ
が
愛
謝
す
る
近
藤

芳
美
作
品
』
に
つ
い
て
へ
そ
の
教
材
化
の
意
図
を
記
し
て
お
き
た
い
。

近
藤
氏
の
前
述
川
畑
の
教
材
は
'
と
も
に
回
想
記
で
あ
り
、
自
作
の
短
歌
が

の
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
補
う
た
め
「
作
品
抄
」
を
作
っ
て
読
ま
せ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
氏
の
短
歌
は
'
教
材
と
し
て
は
や
や
難

解
で
あ
り
、
特
に
時
局
に
か
か
わ
り
へ
思
想
性
の
つ
よ
い
も
の
に
こ
そ
氏
の
木

節
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
二
三
の
作
品
を
選
ん
で
簡
明
な
解
説
を
つ

け
へ
し
か
も
'
氏
の
長
所
も
短
所
も
適
切
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
稲
田
氏
の
文
血
中

を
と
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
④
人
を
恋
ふ
る
宵
々
な
り
き
つ
づ
け
さ
ま
に
唯
物
論
全
集
買
ひ
来
て
は
読
み

ぬ
O

⑤
運
行
さ
れ
し
友
の
1
人
は
郷
里
に
て
西
机
の
伏
字
を
お
こ
し
似
る
と
ぞ
。

⑤
国
論
の
統
制
さ
れ
て
行
-
さ
ま
が
水
際
立
て
り
と
語
り
合
ふ
の
み
。

⑦
支
那
事
変
ひ
ろ
が
り
ゆ
-
と
き
も
の
か
げ
の
遊
び
の
如
き
恋
愛
は
し
つ

の
④
に
は
、
や
や
粗
っ
ほ
い
措
辞
の
な
か
に
'
若
々
し
い
青
春
の
揮
沌
が
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
。
⑤
は
思
想
問
題
を
背
景
と
し
た
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
へ
ま

る
で
小
説
を
読
む
よ
う
な
思
い
を
さ
せ
る
O
⑥
は
線
の
太
い
詠
み
っ
ぶ
り
で
'

「
水
際
立
て
り
」
　
が
斬
新
に
ひ
び
き
'
「
語
り
あ
ふ
の
み
」
　
と
い
う
校
数
形

も
'
作
品
を
分
厚
-
し
て
い
る
O
⑦
は
時
局
と
個
人
の
問
題
を
'
巧
み
に
普
遍

化
し
て
い
る
Q

た
だ
、
戦
場
の
生
死
を
経
て
き
た
近
藤
氏
に
お
け
る
こ
う
い
う
思
想
的
傾
向

が
『
填
吹
く
街
』
で
は
「
在
る
が
ま
ま
に
あ
ら
き
時
代
も
受
け
行
か
む
其
の
限

ま
な
こ

り
を
吾
が
良
心
と
せ
む
」
　
「
お
ど
お
ど
と
伏
せ
る
限
に
い
つ
の
日
に
も
真
実
を
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見
て
居
し
民
衆
よ
」
そ
の
他
の
多
く
の
社
会
'
思
想
詠
と
な
っ
て
お
り
、
ま
だ

こ
の
程
皮
ま
で
ほ
わ
か
る
と
し
て
、
第
三
歌
集
『
静
か
な
る
意
志
』
あ
た
り
か

ら
は
(
例
歌
を
あ
げ
ず
申
し
わ
け
な
い
が
)
'
詩
語
と
い
う
よ
り
は
'
し
だ
い

に
理
屈
っ
ぽ
い
概
念
的
な
言
糞
が
目
立
っ
て
く
る
。
」

的
　
最
後
に
'
近
藤
氏
の
二
つ
の
文
章
を
比
較
し
た
生
徒
の
感
想
を
上
げ
て
お

き
た
い
。

川
　
ど
ち
ら
が
興
味
深
か
っ
た
か

教
科
告
　
二
二
人

プ
リ
ソ
ト
ー
　
七
八
人

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
　
五
人

は
　
そ
の
理
由
(
主
な
も
の
を
列
挙
)

∧
プ
リ
ン
-
の
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
>

①
　
戦
争
に
対
し
'
当
時
の
日
本
人
と
r
は
過
っ
た
冷
静
な
_
∃
を
も
っ
て
い
て
興

味
深
か
っ
た
O

③
　
作
者
が
戦
争
中
ど
ん
な
気
拝
で
過
ご
し
た
か
が
わ
か
っ
た
。

③
　
文
章
が
明
確
で
わ
か
り
や
す
-
'
筆
者
の
考
え
方
が
理
解
し
や
す
か
っ

た
。

④
　
教
科
雷
は
伝
記
的
な
内
容
を
出
て
い
な
い
が
'
プ
リ
ン
ト
は
'
戦
中
戦
後

の
鞍
雑
な
社
会
状
況
と
'
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
'

∧
教
科
書
の
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
>

①
　
わ
か
り
や
す
か
っ
た
'

⑧
　
同
じ
年
齢
の
こ
ろ
の
話
で
'
共
鳴
で
き
た
。

軸
　
と
の
出
　
昌
が
叫
L
I
-
>
*
.
-
.
-
T
l
っ
た
J

㈲
　
そ
の
他
の
実
践
の
あ
ら
ま
し
と
問
題
点

短
歌
抄
『
髪
五
尺
』
に
つ
い
て
は
へ
前
半
を
講
義
方
式
で
'
後
半
は
指
導
書

の
抜
孝
を
与
え
て
済
ま
せ
た
。
他
に
前
述
の
よ
う
な
晶
子
'
啄
木
の
プ
リ
ン
ト

を
配
布
し
、
部
分
的
に
教
室
で
朗
読
し
た
O

右
の
プ
リ
ン
-
は
'
主
と
し
て
二
人
の
短
歌
を
め
ぐ
る
背
景
が
、
自
我
の
め

ざ
め
と
'
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
と
し
て
解
説
さ
れ
て
お
り
へ
単
元
日
照

に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
見
て
も
好
評
で
あ
っ
た
。

-
-
『
啄
木
短
歌
抄
』
は
∵
啄
木
短
歌
七
二
百
を
、
_
青
春
へ
　
人
生
、
故
郷
'
_
_
衣

族
'
仕
事
、
貧
困
、
病
気
へ
放
浪
'
思
想
の
八
つ
の
テ
ー
マ
に
類
難
し
へ
　
『
呼

子
と
口
笛
』
か
ら
四
細
の
詩
を
加
わ
え
、
年
表
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
O

教
室
で
は
'
生
徒
1
人
に
1
首
を
担
当
さ
せ
'
7
時
間
で
、
五
十
人
余
に
感

想
な
り
へ
　
解
説
な
り
を
白
山
に
に
発
表
さ
せ
た
O
情
景
を
写
真
で
説
明
し
た
り

す
る
時
間
も
含
め
て
一
人
当
り
五
十
秒
足
ら
ず
の
発
表
な
の
で
、
発
表
者
も
閲

-
蝦
徒
も
緊
張
し
た
一
時
間
で
あ
っ
た
。

「
短
歌
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
た
。
短
い
歌
の
中
に
作
若
の
気
打
や
生
活
状

態
な
ど
が
わ
か
る
。
」
「
近
藤
氏
と
は
状
況
が
迫
っ
て
い
た
が
'
両
者
と
も
生
き

る
た
め
へ
　
苦
し
み
に
耐
え
る
た
め
に
作
っ
た
短
歌
と
い
う
点
で
、
短
歌
を
作
る

こ
と
の
重
み
を
感
じ
た
。
」
「
人
生
の
一
面
が
ま
る
で
そ
の
場
に
横
た
わ
っ
て
い

る
よ
う
で
、
あ
る
と
き
に
は
主
観
的
に
'
あ
る
と
き
に
は
客
観
的
に
え
が
き
出

さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
変
心
に
ひ
び
い
て
き
た
c
L
な
ど
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
'
啄
木
の
「
生
」
に
接
近
し
ょ
う
と
す
る
生
徒
の
熱
定
が
ひ
し
ひ
し
と

感
じ
ら
れ
る
1
時
間
で
あ
っ
た
。
『
牡
徒
作
品
抄
』
に
つ
い
て
は
、
実
践
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
'
後
日
の
報
比
=
に
回
し
た
い
。
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(A)

以
上
の
実
践
を
通
し
て
の
短
歌
教
材
指
導
の
意
味
と
問
題
点
を
ま
と
め
て
み

た
い
。短

歌
は
1
首
1
首
独
立
し
た
存
在
で
あ
り
'
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
作
品
世

界
を
描
築
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
'
1
首
の
表
現
を
隈
な
く
さ
ぐ
り
、
読
み

の
深
み
に
沈
潜
し
て
い
-
こ
と
は
教
室
の
作
業
で
の
基
本
で
あ
る
o
 
L
か
し
、

桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
論
」
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
へ
短
詩
型
文
学
と
し
て
の

宿
命
的
な
欠
点
も
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
宿
命
を
越
え
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
努
力
の
先
鋭
と
し
て
、
戦
後
短
歌
は
存
在
す
る
と
も
言
え
る
。
そ
う
し
た
短

歌
を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
歌
人
自
身
の
心
の
訴
え
を
文
章
の
形
で
聞

-
こ
と
も
、
同
1
場
面
へ
同
1
状
況
で
歌
わ
れ
た
類
歌
、
連
作
か
ら
歌
人
が
歌

に
托
そ
う
と
し
た
思
い
を
よ
り
包
括
的
に
読
み
と
る
こ
と
も
大
切
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

近
藤
氏
の
『
戦
争
と
戦
後
と
』
に
示
し
た
生
徒
の
深
い
共
感
が
'
啄
木
短
歌

の
理
解
と
鑑
賞
に
も
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
(
前
掲
の
生
徒
の
感
想
)
こ

と
、
わ
ず
か
1
時
間
の
啄
木
短
歌
へ
の
厳
し
い
接
近
か
ら
「
歌
が
好
き
に
な
り

始
め
た
」
生
徒
が
出
て
き
て
い
る
事
実
に
'
短
歌
指
導
の
多
様
性
と
'
さ
ま
ざ

ま
な
可
能
性
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

(九)

以
上
の
実
践
か
ら
得
た
も
の
を
ま
と
め
て
み
る
と
t

U
　
文
学
史
的
な
視
点
で
選
択
さ
れ
た
有
名
短
歌
の
羅
列
よ
り
も
、
個
性
的
な

歌
人
に
つ
い
て
'
そ
の
生
活
と
短
歌
と
の
接
点
を
求
め
て
ゆ
く
ほ
う
が
、
生

徒
の
共
感
が
大
き
い
し
、
作
品
へ
の
深
ま
り
も
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

t胡
歌
人
自
身
が
自
己
の
作
歌
体
験
や
思
想
、
信
条
に
つ
い
て
語
っ
た
文
章
を

読
ま
せ
る
の
は
'
短
歌
理
解
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
一
方
、
歌
人
の
厳
し

い
生
き
方
、
物
の
見
方
、
文
章
の
彫
球
の
し
か
た
を
学
ぶ
う
え
で
有
効
で
あ

っ
た
。

川
同
1
作
品
に
つ
い
て
校
数
の
解
説
者
の
解
説
な
い
し
評
論
を
紹
介
し
、
鑑

賞
の
視
点
、
方
法
を
与
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

川
教
室
で
は
、
7
つ
の
作
品
の
分
析
へ
解
釈
に
の
み
終
始
せ
ず
、
間
適
す
る

他
の
作
品
や
同
1
作
者
の
多
-
の
作
品
に
接
す
る
方
が
よ
い
。
こ
の
場
合
も

作
品
の
文
学
史
約
位
位
づ
け
よ
り
も
'
生
活
史
的
観
点
を
重
税
す
べ
き
で
あ

る
。

(
注
)

l
・
高
等
学
校
国
語
教
育
実
践
講
座
脚
「
読
む
こ
と
の
指
導
と
実
践
」
(
学

燈
社
・
昭
S
3
)
0
-
間

2
・
高
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
講
座
第
二
巻
「
短
歌
の
指
導
」
(
有
精
堂

・
昭
S
O
c
u
-

3
・
「
短
歌
入
門
」
(
筑
摩
萱
居
・
昭
S
)
c
u
3

4
・
岡
山
県
立
岡
山
操
山
高
等
学
校
(
普
通
科
、
岡
山
市
内
四
校
総
合
選
抜
の

学
区
を
も
つ
進
学
校
)
一
年
生
三
ク
ラ
ス
の
生
徒
を
対
象
に
、
昭
和
五
四
年

十
二
月
は
じ
め
に
実
施
3

5
・
「
短
歌
に
お
け
る
<
自
我
>
の
形
成
」
(
「
国
文
学
」
昭
5
2
年
2
月
号

所
収
)

6
・
前
掲
「
短
歌
入
門
」
p
間
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t
J
…
「
軌
争
と
戦
後
と
」
　
(
「
短
歌
」
　
(
角
川
書
店
)

-
昭
5
2
年
7
月
臨
時
増
刊
号
　
所
収
)

8
・
・
「
わ
が
愛
諦
す
る
近
藤
芳
美
作
品
」
　
(
「
短
歌
」
前
掲
増
刊
号
所
収
)

(
岡
山
県
立
岡
山
操
山
高
等
学
校
教
諭
)




