
短
歌
の
学
習
指
導
の
試
み

-
鑑
賞
か
ら
創
作
へ
-

は
じ
め
に

伝
統
文
芸
と
し
て
の
短
歌
の
学
習
指
導
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
自
身
の
過
去
の
指
導
を
振
り
返
る
と
き
'
次
の
よ
う
な
課
題

が
浮
か
ん
で
-
る
。
ま
ず
へ
①
短
歌
の
鑑
賞
指
導
I
こ
れ
ま
で
短
歌
の
鑑
賞

指
導
の
方
法
そ
の
も
の
を
生
徒
に
学
習
さ
せ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
方

法
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
O
②
鑑
賞
文
-
・
-
去
ロ
か
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
ち

そ
の
た
め
の
指
導
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
③
短
歌
の
創
作
-
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
と
ば
の
学
習
と
し
て
も
、
生
活
と
時
々
に
感

じ
考
え
る
こ
と
と
を
見
つ
め
さ
せ
る
意
味
に
お
い
て
も
試
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
④
短
歌
へ
の
興
味
・
関
心
-
指
導
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

次
に
、
⑤
学
習
指
導
の
形
態
の
問
題
-
生
徒
に
自
ら
の
力
で
学
習
さ
せ
る
形

態
を
と
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
⑥
国
語
科
教
育
に
お
け
る
短
歌
学
習
の
位

置
づ
け
-
こ
の
点
に
つ
い
て
も
実
践
を
基
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
を
意
識
し
っ
つ
、
短
歌
の
学
習
指
導
を
試
み
た
。
以

下
、
学
習
指
導
の
実
際
を
報
告
し
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

渡

　

辺

　

春

　

美

一
短
歌
学
習
指
導
の
概
略

(
〓
学
習
指
導
目
標

次
の
目
標
を
設
定
し
た
。
①
②
は
技
能
目
標
'
③
～
⑤
は
価
値
目
標
、
⑥

⑦
は
態
度
目
標
で
あ
る
。

①
短
歌
の
味
わ
い
方
を
理
解
さ
せ
、
味
わ
い
方
を
応
用
し
て
短
歌
を
読
み

味
わ
わ
せ
る
。
②
短
歌
に
関
す
る
鑑
訳
文
が
霞
け
る
よ
う
に
す
る
O
③
短
歌

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
実
感
的
に
理
解
さ
せ
る
。
④
短
歌
に
表
現
さ
れ
た
も

の
の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
を
理
解
さ
せ
る
。
⑤
短
歌
を
創
作
さ
せ
る
。

⑥
様
々
な
短
歌
を
主
体
的
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
短
歌
に
親
し
ま
せ
る
。

⑦
短
歌
の
学
習
を
通
し
て
こ
と
ば
に
対
す
る
関
心
を
深
め
る
。

(
〓
)
学
習
指
導
対
象

二
年
六
　
(
四
1
名
)
・
七
組
(
三
九
名
)
・
八
組
　
(
四
1
名
)

(
≡
)
学
習
指
導
の
概
略

次
に
学
習
指
導
計
画
を
掲
げ
る
。
「
-
導
入
」
　
か
ら
「
2
短
歌
の
鑑
貿
」

の
「
(
2
)
展
開
つ
・
応
用
」
ま
で
は
一
学
期
五
月
に
'
「
(
3
)
展
開
-
発
展
」
・
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「
3
鑑
賞
の
こ
と
ば
に
学
ぶ
」
は
'
二
学
期
1
　
1
月
に
行
っ
た
。
ま
た
、

「
4
短
歌
の
創
作
」
・
「
5
冊
子
『
短
歌
を
学
ぶ
-
鑑
賞
と
創
作
I
b
の
作

成
」
は
'
三
学
期
二
月
に
行
っ
た
。

-
　
導
入
　
(
二
時
間
)

①
短
歌
の
学
習
計
画
の
説
明
。
②
学
習
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
。
③
木
俣

修
「
短
歌
の
た
め
に
」
。

2
　
短
歌
の
鑑
賞

(
-
)
　
展
開
-
基
本
(
三
時
間
)

①
短
歌
を
読
む
-
短
歌
の
味
わ
い
方
。
②
「
そ
の
子
二
十
」
(
『
国
語
H
』

筑
摩
萱
居
刊
)
　
か
ら
六
首
を
選
び
授
業
を
通
し
て
鑑
賞
O

(
2
)
　
展
開
一
応
用
　
(
一
時
間
)

①
「
そ
の
子
二
十
」
(
同
)
　
か
ら
七
首
を
選
出
。
②
七
首
か
ら
二
首
を
選

び
鑑
賞
文
の
作
成
。
③
作
成
し
た
鑑
賞
文
と
大
岡
信
『
折
々
の
歌
』
の
鑑

賞
文
と
の
比
較
。

(
3
)
　
展
開
-
発
展
(
三
時
間
)

①
短
歌
を
選
ぶ
・
-
各
グ
ル
ー
プ
一
〇
首
。
②
私
た
ち
の
選
ん
だ
百
首
の
作
成
。

3
　
鑑
賞
の
こ
と
ば
に
学
ぶ

大
岡
信
著
『
折
々
の
う
た
』
第
十
ま
で
の
7
0
冊
を
四
部
四
〇
冊
揃
え
る
。

生
徒
は
各
冊
の
一
つ
の
季
節
か
ら
気
に
入
っ
た
短
歌
を
選
び
鑑
賞
す
る
と
と

も
に
、
大
岡
信
の
鑑
賞
文
に
学
ぶ
。

4
　
短
歌
の
創
作
(
二
時
間
)

①
短
歌
の
創
作
。
②
友
人
に
よ
る
批
評
。
③
短
歌
の
推
蔽
。

創
作
の
た
め
の
参
考
と
し
て
'
近
藤
芳
美
著
「
蒜
…
名
者
の
歌
j
抄
」

(
『
現
代
国
語
-
　
二
訂
版
』
一
九
七
八
年
十
一
月
　
筑
摩
萱
居
刊
、
中
原

和
男
「
わ
け
も
な
-
過
ぎ
ゆ
-
時
は
」
　
(
『
波
』
5
号
一
九
七
八
年
一
月
　
大

手
前
(
中
)
高
等
学
校
文
芸
部
刊
)
　
を
配
布
し
た
。

5
　
冊
子
「
短
歌
を
学
ぶ
-
鑑
賞
と
創
作
I
」
　
の
作
成
　
(
1
時
間
)

(
四
)
　
関
連
学
習

ま
た
'
短
歌
の
学
習
指
導
に
関
連
し
て
'
折
に
ふ
れ
て
紹
介
し
た
短
歌
の

一
部
を
例
と
し
て
掲
げ
れ
ば
'
次
の
通
り
で
あ
る
。

-
　
「
与
謝
野
晶
子
短
歌
文
学
賞
　
青
春
の
歌
　
入
選
作
品
　
河
野
　
裕
子

民
選
」

①
人
ご
み
は
な
ぜ
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
し
ま
う
目
指
す
パ
ル
コ
は
坂
の
向
こ

う
に
　
　
　
　
　
　
奥
田
未
央
(
大
阪
府
立
和
泉
高
等
学
校
1
年
)

②
は
じ
ま
り
は
海
か
ら
だ
っ
た
私
た
ち
お
ぼ
え
て
い
ま
す
か
あ
の
日
の
言

葉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
㌍
万
実
(
同
　
定
時
制
)

2
　
「
ハ
イ
テ
ィ
ー
ン
純
情
歌
集
」
　
(
『
ジ
ュ
・
バ
ン
ス
』
一
九
九
三
年
　
四

月
号
　
高
文
研
発
行
)

③
「
い
ま
'
理
科
」
と
い
つ
の
間
に
か
覚
え
て
お
り
ぬ
君
の
ク
ラ
ス
の
時

間
割
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
伸
子
　
(
大
分
　
杵
築
高
校
二
年
)

④
話
す
の
は
い
つ
も
我
に
て
君
は
た
だ
う
な
ず
-
だ
け
で
会
話
は
終
わ
る

同
右

2
　
「
朝
日
歌
増
」

⑤
百
円
で
ノ
ー
ト
と
鉛
筆
五
人
分
世
界
の
子
が
待
つ
ユ
ニ
セ
フ
募
金

(
上
田
市
)
　
中
島
網
代

⑥
地
下
鉄
の
長
い
階
段
の
ぼ
り
来
て
や
っ
ぱ
り
君
が
好
き
だ
と
思
う

(
札
幌
市
)
　
本
間
　
恵
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4
　
単
元
「
『
む
な
し
さ
の
時
代
』
を
ど
う
生
き
る
か
」
　
(
二
学
期
後
半
)
　
の

導
入
と
し
て
'
次
の
歌
を
扱
っ
た
o

①
C
O
C
O
-
^
t
-
I
と
数
字
浮
き
出
る
ポ
ケ
ベ
ル
を
机
上
に
授
業
を
受
け
る
女
生

徒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
朝
日
歌
壇
」
(
千
葉
市
)
愛
川
弘
文

②
「
も
っ
と
も
っ
と
い
っ
ぱ
い
話
そ
う
」
と
十
歳
の
投
票
載
り
み
ん
な
さ

び
し
い
日
本
　
　
　
　
　
　
同
右
　
　
(
上
田
市
)
武
井
美
栄
子

①
か
②
か
ど
ち
ら
か
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
「
さ
み
し
さ
」
が
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
の
か
想
像
し
、
感
想
も
ま
じ
え
て
古
き
ま

と
め
さ
せ
た
。

5
　
「
山
日
記
」
の
授
業
で
、
ま
と
め
と
し
て
の
選
択
課
題
の
一
つ
と
し
て
、

「
短
歌
二
首
-
あ
る
場
面
に
お
け
る
李
徴
の
気
持
ち
を
中
心
に
」
を
課
し
た
O

〓
　
短
歌
鑑
賞
指
導
の
実
際

(
〓
短
歌
学
習
指
導
の
導
入

-
　
学
習
計
画
の
説
明

最
初
の
時
間
に
'
計
画
表
を
配
布
し
て
計
画
を
説
明
し
た
。
学
習
に
見
通

し
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
短
歌
の
創
作
は
計
画
し
て
は

い
な
か
っ
た
。

2
　
短
歌
の
学
習
指
導
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

指
導
の
参
考
に
す
る
こ
と
を
考
え
、
次
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

短
歌
の
学
習
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

-
　
あ
な
た
は
短
歌
に
親
し
み
を
感
じ
ま
す
か
。

ア
'
と
て
も
感
じ
る
　
ィ
.
感
じ
る
　
ウ
`
あ
ま
り
感
じ
な
い

2
　
あ
な
た
は
短
歌
を
本
や
雑
誌
や
新
聞
な
ど
で
'
読
む
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
'

ア
.
よ
-
読
む
　
イ
'
と
き
ど
き
読
む
　
ウ
t
読
ま
な
い

3
　
あ
な
た
は
短
歌
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

ア
.
よ
-
作
っ
た
　
ィ
.
作
っ
た
こ
と
が
あ
る

ウ
.
作
っ
た
こ
と
は
な
い

ア
イ
と
答
え
た
人
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
作
り
ま
し
た
か
.

4
　
あ
な
た
は
'
ど
の
よ
う
な
歌
人
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

5
　
あ
な
た
は
、
短
歌
を
読
み
味
わ
う
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
点
に
気

を
つ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。
箇
条
書
き
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

6
　
あ
な
た
は
'
短
歌
の
学
習
で
ヘ
　
ビ
の
よ
う
な
こ
と
に
ふ
れ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
か
。
箇
条
書
き
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

(
注
-
回
答
欄
省
略
)
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以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
「
-
」
に
よ
れ
ば
、

短
歌
に
親
し
み
を
覚
え
る
者
は
'
「
ア
」
「
イ
」
の
計
で
1
七
%
あ
っ
た
O
比

較
的
高
い
数
値
だ
と
考
え
る
。
「
2
」
は
、
「
ア
」
「
イ
」
の
計
で
二
四
%
、

約
四
人
に
一
人
が
、
短
歌
に
目
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
高

い
数
値
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
な
お
「
-
」
で
八
三
%
'
「
2
」
で
七
六

%
の
者
が
'
「
あ
ま
り
感
じ
な
い
」
・
「
読
ま
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ



に
、
短
歌
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
指
導
目
標
に
す
る
意
義
が
兄
い
だ
さ
れ
る
。

「
2
」
で
は
'
計
五
八
%
の
生
徒
が
、
多
-
小
・
中
学
校
の
授
業
で
短
歌
を

創
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
4
」
に
よ
れ
ば
、
挙
げ
ら
れ
て
い
た
歌
人
は
、
教
科
書
に
登
場
す
る
も

の
が
全
て
だ
と
い
っ
て
よ
い
-
ら
い
で
あ
る
。
生
徒
の
短
歌
学
習
が
、
教
科

書
を
中
心
に
な
さ
れ
、
広
が
り
を
欠
い
て
い
る
と
も
見
え
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

歌
人
の
短
歌
、
市
井
の
人
々
の
短
歌
に
触
れ
る
機
会
を
持
た
せ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
方
が
、
短
歌
が
、
人
々
の
生
活
と
共
に
あ
る
伝
統
文
芸
で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
お
の
ず
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
5
」
で
は
'
短
歌
を
読
み
味
わ
う
際
の
ポ
イ
ン
ト
が
ほ
ぼ
出
て
い
た
。

課
題
は
'
生
徒
に
短
歌
の
読
み
の
方
法
と
し
て
'
読
み
の
過
程
(
手
順
)
　
を

系
統
化
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
6
」
を
答
え
た
者
は
少
な
か
っ

た
。
中
で
は
、
歌
人
の
生
涯
、
作
歌
の
気
持
ち
と
背
景
な
ど
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
考
察
し
た
が
へ
　
こ
こ
か
ら
、
①
短
歌
に
親
し
ま
せ

る
、
②
有
名
歌
人
の
短
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
'
幅
広
い
層
の
歌
人
の
短
歌
に
触

れ
さ
せ
る
'
③
短
歌
が
人
々
の
生
活
と
と
も
に
あ
る
伝
統
文
芸
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
る
'
④
短
歌
の
読
み
の
過
程
を
系
統
化
し
て
理
解
さ
せ
る
、
と

い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
る
。

3
　
木
俣
修
「
短
歌
に
つ
い
て
」
　
の
学
習

短
歌
の
学
習
に
際
し
、
①
短
歌
に
親
し
ま
せ
る
と
と
も
に
'
②
ア
'
短
歌

と
は
何
か
、
イ
~
短
歌
の
表
現
の
特
色
'
ウ
'
短
歌
を
読
む
意
味
、
エ
'
短

歌
を
詠
む
意
味
に
つ
い
て
と
ら
え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

「
短
歌
に
つ
い
て
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
高
校
生
の
短
歌
が
一
五
首
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
短
歌
に
接
す
る
こ
と
で
、
短
歌
に
親
し
ま
せ
た
い

と
考
え
た
。
一
五
首
の
内
七
首
を
掲
げ
る
。

①
灯
を
消
せ
ば
い
ま
ひ
た
む
き
に
学
び
た
る
数
学
の
文
字
間
に
た
だ
よ

'
つ
′

②
勉
強
の
あ
い
ま
あ
い
ま
に
聞
く
ト
ロ
イ
メ
ラ
イ
し
ば
し
は
わ
れ
を
空

想
家
に
す
る

③
白
い
富
士
の
よ
く
見
え
る
朝
の
屋
上
に
て
「
ス
ラ
ン
プ
は
だ
れ
に
も

あ
る
さ
」
と
友
は
つ
ぶ
や
-

④
冬
陽
さ
す
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
実
験
用
の
う
さ
ぎ
ぼ
そ
ぼ
そ
と
青
菜
を

か
じ
れ
り

⑤
汗
ば
み
て
荒
-
息
つ
-
友
の
手
に
試
験
管
今
し
反
応
せ
ん
と
す

⑥
父
の
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
自
慢
し
て
お
れ
ば
父
の
亡
き
友
の
悲
し
さ

目
に
あ
う

⑦
友
の
勤
む
る
工
場
の
前
を
通
り
つ
つ
積
ま
れ
し
木
材
を
こ
こ
ろ
し
て

見
ぬ

(
〓
)
短
歌
の
鑑
賞
指
導
-
基
本

-
　
短
歌
の
鑑
賞
の
方
法

短
歌
を
読
み
味
わ
う
方
法
と
し
て
、
次
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
'
1
-
7

の
恨
序
に
従
っ
て
短
歌
の
鑑
質
指
導
を
試
み
た
.
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リ
ズ
ム
・
調
べ

2
　
歌
意
の
理
解

3
　
話
者
の
状
況
の
理
解

位
置
・
立
場
・
状
態
・
視
点
・
場
面

4
　
話
者
の
心
情
の
把
捉
　
(
仮
説
と
し
て
)

①
心
情
を
表
現
し
た
語
句
　
②
句
切
れ

③
体
言
(
連
体
形
止
め

④
助
詞
(
か
も
・
か
な
・
)
、
助
動
詞
(
け
り
)

5
　
表
現
の
検
討

①
詠
ま
れ
て
い
る
素
材
(
イ
メ
ー
ジ
化
)

②
表
現
技
巧
(
比
喰
・
対
比
・
象
徴
・
擬
人
)

③
心
情
表
現
(
4
1
U
～
④
も
含
む
)

④
イ
メ
ー
ジ
琵
丁
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
・
味
覚
・
嘆
党

6
　
話
者
の
心
情
の
感
得

c
o
・
-
&
・
i
n
を
ふ
ま
え
て

7
　
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
統
合

音
読
・
朗
読

授
業
で
は
、
「
そ
の
子
二
十
」
か
ら
次
の
短
歌
を
扱
う
こ
と
に
し
た
。
先

に
掲
げ
た
鑑
餌
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
鑑
質
を
行
っ
た
。

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き
か
な

与
謝
野
晶
子

清
水
へ
祇
園
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
逢
う
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き

春
の
烏
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外
の
面
の
草
に
日
の
入
る
夕
べ

北
原
白
秋

し
み
じ
み
と
物
の
あ
は
れ
を
知
る
ほ
ど
の
少
女
と
な
り
し
君
と
わ
か
れ

tflの
ど
赤
き
玄
烏
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
ね
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

斉
藤
茂
吉

あ
か
あ
か
と
1
本
の
道
と
は
り
た
り
た
ま
き
は
る
我
が
命
な
り
け
り

授
業
は
、
次
の
よ
う
に
行
っ
た
。
具
体
例
を
与
謝
野
晶
子
の
短
歌
「
そ
の

子
二
十
」
　
に
取
る
。
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う
つ
-
し
き
か
な
-
讃
歌

i
-
i
;
:
1
-
」
'
=
¥

詞

一

よ

ぎ

る

桜
の
盛
り

お
ぼ
ろ
月
夜

に
H
」
>
運
*
<
」

向
こ
う
か
ら
来
る
人
に
逢
う

み
な
う
つ
-
し
き
-
は
な
や
か
な
美
し
さ

連
体
止
め

参
考
-
A
亨
っ
・
遭
う
・
遇
う

の
発
見

⑥
全
体
の
ま
と
め

⑦
朗
読

①
音
読

②
こ
と
ば
の
意
味
-
歌
意

③
話
者
の
状
況

④
話
者
の
心
情
-
み
な
う
つ
-
し
き

⑤
表
現
の
検
討

祇
園
　
こ
よ
ひ

蓮
ふ
　
(
「
あ
う
」
　
の
意
味
の
違
い
)

み
な
う
つ
-
し
き

⑥
全
体
を
ま
と
め

㊥朗hi:

(
I
l
l
)
　
短
歌
の
鑑
賞
指
導
-
応
用

-
　
鑑
斑
文
の
書
き
方

鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
に
あ
た
り
へ

書
き
方
を
指
導
し
た
o
鑑
貿
文
は
t

と
で
書
き
ま
と
め
ら
れ
る
と
し
て
、

次
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
'
鑑
許
文
の

短
歌
の
鑑
賞
の
方
法
の
順
序
に
従
う
こ

例
文
を
も
示
し
た
。

短
歌
を
読
む
-
鑑
賞
文
を
書
い
て
み
よ
う

六
首
の
歌
を
読
む
こ
と
を
と
お
し
て
'
「
短
歌
の
味
わ
い
方
」
を
学

習
し
て
来
ま
し
た
。
次
に
'
そ
の
味
わ
い
方
を
生
か
し
た
鑑
賞
文
の
書

き
方
を
紹
介
し
ま
す
。

味
わ
い
方
は
'
「
-
音
読
　
2
歌
意
の
理
解
　
3
話
者
の
状
況
の
理

解
　
4
話
者
の
心
情
の
把
握
　
5
表
現
の
検
討
　
6
話
者
の
心
情
の
感

得
　
7
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
の
統
合
」
と
し
ま
し
た
.
鑑
究
文
は
、
こ
の

う
ち
へ
　
2
-
6
を
中
心
に
告
-
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
(
M
-
-
t
O
を
整
理
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
歌
意
の
理
解

②
話
者
の
状
況
の
理
解

③
話
者
の
心
情
の
把
握
(
仮
に
)

④
表
現
の
検
討

⑤
話
者
の
心
情
の
感
得

☆
こ
の
う
ち
③
と
⑤
は
ど
ち
ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
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次
に
例
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
子
二
十
櫛
に
な
が
る
る
黒
髪
の
お
ご
り
の
春
の
う
つ
く
し
き

か
な与

謝
野
晶
子

例
l
　
[
鑑
賞
文
]

①
二
十
の
'
杭
-
と
流
れ
る
黒
髪
に
象
徴
さ
れ
る
誇
ら
か
な
青
春

は
'
か
が
や
-
ば
か
り
に
う
つ
-
し
い
と
い
う
の
が
歌
悪
で
あ
る
。
②

話
者
は
、
少
し
距
離
を
お
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
女
性
と
黒
髪
に
か
が
や

-
ば
か
り
の
青
春
を
感
じ
て
い
る
と
と
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
距

離
を
お
い
て
観
た
自
身
の
姿
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
③
「
う
つ
く
し

き
か
な
に
は
へ
そ
の
盛
り
の
青
春
へ
の
深
い
感
動
が
う
か
が
え
る
。
④

「
櫛
に
な
が
る
る
」
か
ら
は
、
つ
や
つ
や
と
健
康
的
で
美
し
い
'
女
性

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
黒
髪
が
想
像
さ
れ
、
「
お
ご
り
の
春
」
か
ら
は
'

自
信
に
満
ち
た
t
の
び
や
か
な
生
き
方
ま
で
が
伝
わ
っ
て
-
る
。
(
⑤

「
う
つ
-
し
き
か
な
」
に
は
、
そ
の
盛
り
の
青
春
へ
の
深
い
感
動
が
う

か
が
え
る
。
)

[
本
文
二
四
〇
字
以
内
]

以
上
の
よ
う
に
'
①
～
⑤
を
つ
づ
け
て
文
章
化
す
る
と
、
右
の
よ
う

な
鑑
賞
文
が
書
け
ま
す
o

短
歌
の
鑑
賞
指
導
の
実
際

教
科
書
「
そ
の
子
二
十
」
か
ら
、
次
の
七
首
を
選
ん
で
示
し
た
。

A
　
や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る

北
上
の
岸
辺
日
に
見
ゆ

泣
け
と
ご
と
-
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
啄
木

B
　
馬
迫
虫
の
髭
の
そ
よ
ろ
に
来
る
秋
は
ま
な
こ
を
を
閉
ぢ
て
想
ひ
見

る
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
塚
　
節

C
　
白
鳥
は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ

若
山
牧
水

D
　
最
上
川
逆
白
波
の
た
つ
ま
で
に
ふ
ぶ
-
ゆ
ふ
べ
と
な
り
に
け
る
か

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
藤
茂
吉

E
　
な
ら
さ
か
　
の
　
い
し
　
の
　
は
と
け
　
の
　
お
と
が
ひ
　
に

こ
さ
め
　
な
が
る
る
　
は
る
　
は
　
さ
　
に
　
け
り

会
津
八
一

F
　
た
ち
ま
ち
に
君
の
す
が
た
を
罪
と
ざ
し
あ
る
楽
章
を
わ
れ
は
思
ひ

き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
藤
芳
美

G
　
マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
海
に
霧
ふ
か
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は

あ
り
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
山
修
司

こ
の
中
か
ら
生
徒
に
二
首
を
選
ば
せ
'
課
題
プ
リ
ン
ト
(
省
略
)
　
に
よ
っ

て
二
四
〇
字
以
内
の
鑑
賞
文
を
雷
か
せ
た
。
そ
の
後
で
'
大
岡
信
著
『
折
々

の
歌
』
か
ら
抜
き
出
し
た
A
～
G
七
首
の
歌
に
関
す
る
鑑
賞
文
を
配
布
し
た
。

次
に
へ
生
徒
の
書
い
た
鑑
賞
文
と
大
岡
信
氏
の
も
の
と
を
比
較
さ
せ
、
そ
の

気
づ
き
を
書
か
せ
た
。
最
後
に
'
大
岡
信
氏
の
鑑
賞
文
か
ら
鑑
賞
の
こ
と
ば

と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
抜
き
出
さ
せ
た
。
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3
　
生
徒
の
鑑
賞
文
の
紹
介

次
に
生
徒
の
鑑
賞
文
を
紹
介
し
、
そ
の
中
の
い
-
つ
か
に
つ
い
て
考
察
し

s
r
a

A
　
や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る

F
M
男

[
鑑
貿
]
①
柳
が
う
す
青
-
色
づ
い
て
来
る
と
'
私
に
泣
け
と
い
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
ふ
る
さ
と
の
北
上
川
の
岸
辺
が
'
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
だ
。
②
話
者
は
郷
愁
を
詠
ん
で
い
る
。
③
話
者
は
話
者
の
ふ
る
さ
と

に
似
た
風
景
を
見
て
、
ふ
る
さ
と
の
な
つ
か
し
さ
を
思
い
、
切
な
い
気

持
ち
に
な
っ
て
こ
の
短
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
④
「
や
は
ら
か
に
柳
あ
を

め
る
」
で
は
'
少
し
ず
つ
草
木
が
背
-
な
っ
て
-
る
。
さ
わ
や
か
で
あ

た
た
か
い
感
じ
の
春
が
伝
わ
る
。
そ
の
後
の
部
分
で
'
前
半
と
対
比
さ

せ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
、
切
な
さ
が
伝
わ
っ
て
-
る
。

[
比
較
]
自
分
が
こ
の
歌
を
読
ん
で
も
'
故
郷
へ
の
「
憎
」
の
部
分
は

見
え
て
こ
な
か
っ
た
。

[
優
れ
た
こ
と
ば
]
泉
の
よ
う
に
噴
き
あ
が
っ
て
き
た
望
郷
の
歌
が

ほ
ぼ
鑑
賞
文
の
古
き
方
に
示
し
た
方
法
で
書
い
て
い
る
o
②
は
、
話
者
の

状
況
と
言
う
よ
り
、
話
者
の
心
情
の
中
核
を
と
ら
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
③
が
そ
れ
に
当
た
っ
て
い
る
。
話
者
の
状
況
と
し
て
、
F
M
男
は
'

「
柳
が
う
す
青
-
色
づ
い
て
来
る
」
「
ふ
る
さ
と
に
似
た
風
景
」
を
見
て

「
ふ
る
さ
と
の
北
上
川
の
岸
辺
」
を
思
い
出
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

表
現
に
つ
い
て
は
へ
　
四
句
ま
で
と
五
句
と
を
「
対
比
」
と
見
て
、
「
切
な
さ
」

が
い
っ
そ
う
伝
わ
っ
て
-
る
と
し
て
い
る
。

[
比
較
]
で
、
F
M
男
は
、
大
岡
信
の
文
章
を
読
み
、
「
故
郷
へ
の
「
憎
』

の
部
分
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
自
ら
の
鑑
賞
と
比
較
し
、

さ
ら
に
検
討
し
た
上
で
、
な
お
大
岡
信
の
よ
う
に
は
読
め
な
か
っ
た
自
己
の

読
み
を
率
直
に
表
現
し
て
い
る
。

[
優
れ
た
こ
と
ば
]
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
表
現
を
見
分
け
る
日
の
確
か

さ
が
う
か
が
え
る
。

E
　
な
ら
さ
か
　
の
　
い
し
　
の
　
は
と
け
　
の

M
M
女

[
鑑
竺
奈
良
坂
の
道
端
の
石
仏
の
し
た
あ
ご
を
小
雨
が
流
れ
て
い
る
O

そ
ん
な
春
が
も
う
来
て
い
る
の
だ
な
あ
と
い
う
の
が
歌
意
で
あ
る
。
話

者
は
'
今
ま
で
、
特
に
春
を
感
じ
さ
せ
る
出
来
事
が
な
か
っ
た
が
'
石

仏
が
雨
に
打
た
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
は
っ
と
春
の
訪
れ
に
気
が
付
い

た
の
だ
ろ
う
。
「
お
と
が
ひ
に
こ
さ
め
な
が
る
る
」
は
石
仏
が
雨
に
打

た
れ
て
い
る
情
景
を
と
ら
え
て
と
て
も
印
象
的
で
あ
る
。
「
雨
」
は
悲

し
い
'
寂
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
春
の
お
と
ず
れ

(

蝣

　

I

-

を
軽
く
は
ず
ん
で
い
る
心
が
感
じ
ら
れ
る
。
ひ
ら
が
な
で
表
現
さ
れ
て

い
る
点
で
春
を
感
じ
さ
せ
る
や
さ
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

[
比
較
]
自
分
の
思
い
描
い
て
い
た
情
景
と
同
じ
で
よ
か
っ
た
。
大
岡

信
は
「
古
都
の
懐
か
し
さ
が
し
み
じ
み
流
れ
て
い
る
。
」
と
表
現
し
て

い
る
が
'
私
は
今
ま
で
そ
ん
な
風
に
感
じ
な
か
っ
た
が
、
言
わ
れ
て
み

れ
ば
、
ひ
ら
が
な
で
表
現
さ
れ
て
い
る
所
に
古
都
の
懐
か
し
さ
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
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[
優
れ
た
こ
と
ば
]
古
都
の
な
つ
か
し
さ
が
し
み
じ
み
流
れ
て
い
る
。

M
M
女
は
'
[
鑑
賞
]
　
を
鑑
質
文
の
古
き
方
に
基
づ
い
て
古
き
ま
と
め
て

い
る
。
こ
の
歌
に
、
「
石
仏
が
雨
に
打
た
れ
て
い
る
の
を
見
て
へ
　
は
っ
と
春

の
訪
れ
に
気
が
付
い
た
」
話
者
の
「
軽
-
は
ず
ん
で
い
る
心
」
を
読
み
取
っ

て
い
る
。
「
お
と
が
ひ
に
こ
さ
め
な
が
る
る
」
と
い
う
こ
の
歌
の
中
心
的
表

現
を
「
印
象
的
」
と
し
、
「
ひ
ら
が
な
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
」
に
'
「
春
を

感
じ
さ
せ
る
や
さ
し
さ
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
表
現
に
や
や
未
熟
な
点
は

あ
る
が
、
よ
-
歌
の
味
わ
い
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。
[
比
較
]
　
の
項

を
読
め
ば
、
M
M
女
は
大
岡
信
の
鑑
賞
文
に
触
発
さ
れ
て
新
た
な
読
み
に
気

づ
い
て
い
る
。
[
優
れ
た
こ
と
ば
」
で
は
、
こ
の
歌
を
選
ん
だ
他
の
生
徒
た

ち
と
同
じ
-
優
れ
た
表
現
を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。

(
≡
)
短
歌
鑑
賞
指
導
」
発
展

-
「
私
た
ち
の
選
ん
だ
百
首
」
の
作
成

各
ク
ラ
ス
と
も
十
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
へ
そ
れ
ぞ
れ
が
「
参
考
短
歌
」

の
一
〇
の
テ
ー
マ
か
ら
一
つ
の
テ
ー
マ
を
選
択
し
、
テ
ー
マ
の
も
と
に
集
め

ら
れ
た
短
歌
か
ら
五
首
を
選
ん
だ
。
ま
た
へ
各
自
が
自
由
に
選
ん
で
き
た
二

首
の
短
歌
か
ら
グ
ル
ー
プ
推
薦
の
短
歌
五
首
を
選
び
へ
計
1
0
首
の
短
歌
を

選
ん
だ
。
「
参
考
短
歌
」
　
に
は
、
宮
柊
二
監
修
「
ポ
ケ
ッ
ト
　
短
歌
そ
の
日

そ
の
日
」
　
(
一
九
八
三
年
九
月
　
平
凡
社
刊
)
　
を
用
い
た
。
そ
こ
か
ら
生
徒

の
関
心
等
を
考
慮
し
て
、
①
自
然
(
-
)
-
春
・
夏
'
②
自
然
(
<
"
)
-
:
秋
・

冬
、
③
自
然
(
c
o
)
-
月
・
星
へ
④
旅
、
⑤
人
生
へ
⑥
恋
、
⑦
こ
こ
ろ
-
辛

怒
哀
楽
'
⑧
日
々
の
暮
ら
し
'
⑨
政
治
・
社
会
'
⑩
戦
争
、
と
い
う
テ
ー
マ

に
沿
っ
て
短
歌
を
集
め
、
活
用
し
た
。

「
参
考
短
歌
」
か
ら
の
推
薦
歌
は
'
表
現
に
難
し
さ
が
あ
っ
て
も
比
較
的

意
味
の
分
か
り
や
す
い
歌
、
情
景
を
想
像
し
や
す
い
歌
、
情
景
の
美
し
い
歌
、

表
現
さ
れ
た
心
情
が
共
感
を
覚
え
さ
せ
る
歌
、
古
典
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

歌
が
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
各
自
の
選
ん
だ
短
歌
か
ら
の
推
薦
は
、

百
人
一
首
へ
教
科
書
、
便
覧
に
出
て
い
る
古
典
短
歌
(
和
歌
)
が
多
く
選
ば

れ
て
い
た
。
人
口
に
胎
失
し
て
い
る
短
歌
も
多
い
。
有
名
で
何
ら
か
の
形
で

心
に
残
っ
て
い
る
歌
へ
心
情
的
に
共
感
し
や
す
い
歌
へ
意
味
の
分
か
り
や
す

い
歌
へ
情
景
を
想
像
し
や
す
い
歌
が
選
ば
れ
て
い
る
。

2
　
鑑
賞
の
こ
と
ば
に
学
ぶ

大
岡
信
r
折
々
の
歌
j
か
ら
r
第
十
折
々
の
歌
j
ま
で
の
1
0
冊
を
四
部

揃
え
、
生
徒
に
1
冊
ず
つ
配
布
し
た
。
各
1
冊
は
'
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
歌

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
出
席
番
号
一
番
の
生
徒
に
『
折
々
の
歌
』
の
「
春
」

の
歌
を
対
象
と
さ
せ
へ
以
下
同
様
に
し
て
四
〇
番
の
生
徒
に
は
「
第
十
折
々

の
歌
j
の
「
冬
」
の
歌
を
対
象
と
さ
せ
て
'
そ
の
中
か
ら
生
徒
の
最
も
惹
か

れ
た
歌
を
二
首
選
ば
せ
た
。
つ
い
で
、
歌
を
写
さ
せ
る
と
と
も
に
'
大
岡
信

の
鑑
賞
文
も
写
さ
せ
、
優
れ
た
鑑
賞
の
表
現
に
傍
線
を
引
か
せ
た
O

こ
の
一
連
の
学
習
に
よ
っ
て
へ
生
徒
は
'
①
い
-
つ
も
の
す
ぐ
れ
た
短
歌

を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
心
惹
か
れ
る
短
歌
と
出
会
い
、
③
鑑
賞
文

を
読
む
こ
と
で
自
ら
の
と
ら
え
た
短
歌
鑑
賞
と
比
較
し
、
新
た
な
気
づ
き
を

得
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
'
④
鑑
質
文
の
優
れ
た
表
現
と
出
会
う
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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三
　
短
歌
創
作
指
導
の
実
際

(
[
)
短
歌
創
作
指
導
の
実
際

短
歌
の
創
作
は
'
次
に
掲
げ
た
プ
リ
ン
ト
「
短
歌
を
創
ろ
う
」
に
基
づ
い

て
行
わ
せ
た
。
ま
ず
、
①
二
首
以
上
の
短
歌
創
作
。
次
に
、
②
友
達
の
批
評
。

③
批
評
を
参
考
に
推
敵
、
完
成
さ
せ
て
授
業
者
に
提
出
。
④
授
業
者
は
提
出

し
た
短
歌
を
読
み
へ
必
要
が
あ
れ
ば
返
却
L
へ
推
敵
後
再
提
出
さ
せ
る
。
⑤

提
出
さ
れ
た
短
歌
か
ら
、
授
業
者
は
1
首
を
選
び
'
各
ク
ラ
ス
ご
と
に
「
私

た
ち
の
創
っ
た
短
歌
」
と
し
て
集
成
す
る
。
以
上
が
、
指
導
の
過
程
で
あ
る
。

次
に
掲
げ
た
の
は
、
s
A
男
の
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
　
友
達
の
意
見
に
基
づ
き
'
推
駁
し
て
短
歌
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

③ ② ①

き長 * 歓 帰

る野 午 声 宅

と で の し

の 進 て
原 路 チ

田 の レ

の 翠 ど
ジ で を

ヤ 悩 つ
ン む け
プ と る
見 き と

て
田

ふ
と

輿

一c.I 忠ラ ズ一
あ い

出
す
友

の

て
き く
ら る

め 選

な 手

をけ ′テ
れ 口 支
ば ズー
き る

つ 良

と 野

で の

短
歌
を
創
ろ
う二

年
(
七
)
級
(
　
)
番
　
氏
名
(
　
s
A
男
　
)

-
　
短
歌
を
二
首
以
上
創
り
'
友
達
の
意
見
を
書
い
て
も
ら
い
な
さ
い
。

n ③ 意 ゥ m . ①
良 見 見

と る そ な 長 を友 来 少 煤
思 O の る野 H il 午 し 宅

50を %: と で わ か の 早 し

の れ ら
た 、

進

路

純 て

原 蝣J. T

日∃ の す の 感 レ

の か ご じ ビ

メ /f く、

責も、

と が を

と ?a ヤ で
悩

す

る

つ
け

」
… …

ン′
プ
見

て
田

".- I-1 む
と
き

そ

の
気

て
見

て
い

Jじ、
ラ 冒 ふ

と
阻

持

ち
よ

る
と
aの ま あ $蝣

言 T . き 呂 *Lj
い

く 野
葉 が ら わ 出 分 の
に ん rt れ す か

る
歓
声対 は な た

しれ け の 友 ひ
、ば れ >; の ぴ

あ な ば と - き
つん な 盟 わ
て と ん ラ 口 た

な か

い な

と

か
何

る

こ
れ
を
見
る
と
'
創
っ
た
三
首
の
歌
へ
の
友
人
の
意
見
を
参
考
に
し
て
推

赦
し
'
短
歌
が
完
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

(
二
)
短
歌
作
品
の
実
際
-
「
私
た
ち
の
創
っ
た
短
歌
」

次
に
'
「
私
た
ち
の
創
っ
た
短
歌
」
の
作
品
例
を
紹
介
す
る
。
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私
た
ち
の
創
っ
た
短
歌

(
二
年
七
組
)

-
　
毎
日
が
は
や
-
感
じ
る
こ
こ
最
近
た
だ
過
ぎ
て
ゆ
-
平
凡
な
日
々

池
内
達
也

2
　
五
年
間
'
辛
い
練
習
乗
り
越
え
て
最
後
に
流
す
二
つ
の
涙

石
村
友
昭

3
　
合
宿
の
次
の
日
死
ん
だ
祖
母
思
引
~
~
づ
盟
-
僕
に
ク
ラ
ブ
を
さ
せ
て

く
れ
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
祐
介

4
　
唯
一
の
栄
光
の
瞬
間
行
か
な
い
で
願
い
空
し
く
流
れ
る
季
節

江
上
　
卓

5
　
飯
食
え
ば
必
ず
残
る
パ
セ
リ
の
葉
食
べ
れ
ぬ
も
の
と
思
い
決
め
け



901

HHHH
HHH

213141516171

m
e

粕
谷
博
隆

高
校
の
三
年
間
と
い
う
も
の
は
あ
っ
と
い
う
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま

河
合
達
也

進
路
の
本
今
ま
で
見
る
気
も
な
か
っ
た
が
こ
の
ご
ろ
な
ぜ
か
引
き

寄
せ
ら
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
野
菅
広

将
来
を
思
い
悩
む
と
辛
-
な
る
夢
だ
け
か
っ
て
に
大
き
-
膨
ら
む

楠
葉
　
費

ふ
ざ
け
る
な
だ
れ
が
で
き
る
か
こ
ん
な
も
の
怒
り
に
任
せ
て
問
題

集
を
投
げ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
谷
浩
二

時
計
盤
故
障
と
思
う
春
が
来
て
僕
の
心
は
動
い
て
い
る
の
に

近
土
大
輔

学
期
末
古
典
や
美
術
の
提
出
物
ま
と
め
て
や
る
が
悪
い
出
来
ば
え

重
見
弘
之

(
退
学
)

来
年
の
進
路
の
こ
と
で
悩
む
と
き
ふ
と
思
い
出
す
友
の
=
己

渋
谷
　
筏

親
類
の
受
験
の
苦
し
み
耳
に
し
て
次
は
我
か
と
た
め
い
き
を
吐
-

立
石
陽
介

本
当
の
自
分
の
気
持
ち
と
う
ら
は
ら
に
勉
学
す
る
も
心
は
ど
こ
か

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
理
史

あ
と
少
し
二
年
七
組
終
わ
る
の
が
　
も
う
会
え
な
い
と
思
う
と
悲

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
島
久
志

響
き
ゆ
-
心
の
中
の
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
あ
な
た
が
死
ん
で
僕
は
生

ま
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
元
　
聡

819102

日HH
C>1

2り
]

324り
)

526272O
G

29203

百
薬
散
る
わ
が
学
力
に
見
切
り
つ
け
妥
協
と
評
し
戸
外
を
歩
-

西
　
健
太

春
せ
ま
り
ま
ぶ
し
い
光
り
を
浴
び
な
が
ら
何
を
求
め
る
高
校
生
活

町
谷
敬
介

俄
雨
ケ
ー
タ
イ
遠
距
離
長
電
話
「
今
年
は
会
え
る
ん
?
」
声
が
か

す
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
島
達
哉

暑
い
夏
ラ
イ
バ
ル
と
と
も
に
戦
っ
た
ポ
ー
ル
を
打
つ
音
コ
ー
ト
に

響
-
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
木
絵
美

試
験
中
「
わ
か
る
も
の
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
も
全
部
わ
か
ら
ん
ム

ン
ク
の
叫
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
羅
宜
子

夢
ば
か
り
い
つ
も
見
る
の
は
夢
ば
か
り
た
か
が
現
実
さ
れ
ど
現
実

井
田
富
子

小
型
犬
玄
関
あ
け
る
と
飛
ん
で
来
て
買
い
主
見
上
げ
走
り
ま
わ
る

植
田
智
加

引
退
ま
で
二
カ
月
あ
ま
り
上
達
し
た
後
部
を
見
て
寂
し
く
思
う

奥
野
真
理
子

こ
た
つ
に
て
働
-
母
の
ぐ
ち
を
聞
く
子
供
も
親
も
な
や
み
は
同
じ

拝聞BeJVJ

未
提
出

テ
ス
ト
前
イ
ラ
イ
ラ
の
中
我
慢
せ
ず
怒
ら
れ
る
の
を
承
知
で
遊
ぶ

S
i
i
B
純
乃

今
日
も
ま
た
遅
刻
の
ラ
イ
ン
を
さ
ま
よ
っ
て
自
転
車
と
ば
す
あ
せ

り
の
毎
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
山
真
樹
代

吾
が
今
こ
こ
に
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
何
を
す
る
た
め
生
ま
れ
た
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こ
と
ば
が
熟
さ
ず
、
表
現
の
整
っ
て
い
な
い
短
歌
も
あ
る
。
形
だ
け
の
も

の
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
の
短
歌
作
品
に
接
す
る
と
、
表
現
の

巧
拙
は
あ
る
に
し
て
も
'
高
校
生
と
し
て
の
生
活
と
、
そ
の
生
活
に
お
け
る

思
い
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
つ
め
て
短
歌
と
し
て
表
現
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
。
生
徒
が
'
短
歌
の
学
習
を
と
お
し
て
、
短
歌
に
親
し
み
へ

短
歌
の
表
現
に
な
じ
み
へ
短
歌
が
身
近
な
生
活
と
生
活
感
情
を
映
す
も
の
で

あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
が
'
そ
の
よ
う
な
短
歌
を
産
み
出
す
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
、
添
削
に
つ
い
て
は
へ
「
せ
っ

か
く
自
分
で
が
ん
ば
っ
て
作
っ
た
短
歌
を
か
っ
て
に
変
え
な
い
で
欲
し
か
っ

た
。
」
と
書
い
て
い
る
生
徒
が
い
た
。

四
　
冊
子
「
短
歌
を
学
ぶ
-
鑑
賞
と
創
作
-
」
の
作
成

-
　
冊
子
「
短
歌
を
学
ぶ
」
　
の
作
成

授
業
の
最
後
に
'
学
習
の
記
録
を
冊
子
に
ま
と
め
さ
せ
た
。
生
徒
が
、
学

習
の
全
体
を
振
り
返
り
'
評
価
へ
反
省
す
る
こ
と
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

2
　
編
集
後
記
-
学
習
を
終
え
て

冊
子
の
最
後
に
「
編
集
後
記
」
を
書
か
せ
た
。
①
「
短
歌
は
奥
深
い
も
の

だ
な
あ
と
知
ら
さ
れ
た
。
」
(
H
H
女
)
②
「
ど
の
短
歌
も
言
葉
が
厳
選
さ
れ

て
い
た
」
　
(
K
M
男
)
'
③
「
短
歌
で
い
ろ
い
ろ
な
題
に
つ
い
て
創
れ
る
か
ら

す
ご
く
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
授
業
で
創
っ
て
す
ご
-
楽
し
か
っ
た
。
」

(
Y
T
女
)
、
④
「
短
歌
が
自
由
で
す
ご
-
身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
」
(
Y
K
女
)
、
⑤
「
短
歌
を
通
し
て
、
人
々
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が

わ
か
り
'
国
語
を
と
お
し
て
言
え
ば
、
物
の
見
方
、
考
え
方
が
変
わ
っ
た
と
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思
う
。
」
　
(
Y
K
男
)
⑥
「
味
わ
い
方
や
鑑
賞
文
や
多
-
の
短
歌
を
読
む
う
ち

に
短
歌
が
　
〝
こ
と
ば
″
　
の
1
つ
1
　
つ
を
大
切
に
す
る
す
ば
ら
し
い
芸
術
で
あ

る
こ
と
を
発
見
し
た
。
」
　
と
い
っ
た
表
現
が
兄
い
だ
さ
れ
た
。
生
徒
が
'
短

歌
の
学
習
を
と
お
し
て
、
短
歌
の
奥
深
さ
、
短
歌
の
厳
選
さ
れ
た
言
葉
へ
　
こ

と
ば
を
大
切
に
す
る
芸
術
'
短
歌
が
自
由
で
身
近
で
あ
る
こ
と
へ
　
短
歌
に
表

現
さ
れ
た
人
々
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
等
に
気
づ
き
'
理
解
し
、
認
識
し
て

い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
へ
短
歌
の
創
作
に
つ
い
て
も
、
三
十
一

文
字
に
効
果
的
に
思
い
を
込
め
る
難
し
さ
触
れ
る
と
と
も
に
'
創
作
す
る
楽

し
さ
を
も
感
じ
取
っ
た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
感
想
が
多
-
の

生
徒
の
感
想
に
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に
-
考
察
の
ま
と
め
と
課
題

以
下
へ
　
こ
れ
ま
で
の
考
察
と
学
習
目
標
と
を
関
連
さ
せ
て
ま
と
め
る
と
と

も
に
へ
　
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

-
　
鑑
賞
法
の
理
解

①
音
読
、
②
歌
意
の
理
解
、
③
話
者
の
状
況
の
理
解
'
④
話
者
の
心
情
の

把
握
(
仮
説
)
、
⑤
表
現
の
検
討
、
⑥
話
者
の
心
情
の
感
得
へ
⑦
作
品
の
イ

メ
ー
ジ
の
統
合
'
と
い
う
順
序
で
鑑
賞
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
妥
当
な
方
法

で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
、
読
み
手
の
創
造
的
な
読
み
を
反
映
さ
せ

る
方
法
も
考
え
た
い
。

2
　
鑑
賞
文
の
記
述
-
鑑
賞
の
方
法
を
生
か
す
鑑
賞
文
の
古
き
方

鑑
賞
の
方
法
に
従
っ
て
鑑
賞
文
を
書
く
方
法
を
考
え
た
。
多
-
の
生
徒
が

鑑
貿
文
の
書
き
方
に
従
っ
て
、
鑑
賞
文
を
書
き
'
優
れ
た
鑑
賞
文
も
見
ら
れ

た
。
鑑
貿
文
の
古
き
方
と
し
て
確
立
し
た
い
0

3
　
短
歌
の
実
感
的
理
解

木
俣
修
「
短
歌
に
つ
い
て
」
を
読
ま
せ
、
「
短
歌
」
と
は
何
か
、
そ
の
表

現
の
特
色
、
短
歌
を
読
む
意
味
や
短
歌
を
作
る
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
さ
せ

た
。
し
か
し
'
そ
れ
が
、
実
感
的
に
理
解
さ
れ
る
に
は
、
多
-
の
短
歌
に
触

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
生
徒
は
へ
　
こ
の
学
習
の
全
体
を
と
お
し
て
、

実
感
的
な
理
解
を
得
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

4
　
も
の
の
見
方
、
考
え
方
へ
　
感
じ
方
の
理
解

「
短
歌
に
つ
い
て
」
、
「
そ
の
子
二
十
」
へ
　
『
折
々
の
歌
』
　
の
関
連
鑑
賞
文
、

「
私
た
ち
の
選
ん
だ
百
首
」
　
の
テ
ー
マ
ご
と
に
集
め
ら
れ
た
参
考
短
歌
、
自

選
短
歌
へ
　
「
私
た
ち
の
創
っ
た
短
歌
」
、
そ
の
他
折
に
触
れ
て
紹
介
し
た
短
歌

と
、
多
-
の
短
歌
を
目
に
し
、
様
々
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
、
感
じ
方
に

触
れ
、
理
解
を
広
げ
、
深
め
た
も
の
と
推
測
す
る
。
「
編
集
後
記
」
　
の
1
郡

に
そ
の
よ
う
な
生
徒
の
記
述
も
あ
っ
た
。

5
　
短
歌
の
創
作

生
徒
は
、
積
極
的
に
短
歌
の
創
作
に
取
り
組
ん
だ
。
生
徒
作
品
に
は
'
表

現
の
巧
拙
は
あ
る
が
、
高
校
生
と
し
て
の
生
活
と
'
時
々
の
思
い
を
ま
っ
す

ぐ
に
見
つ
め
て
表
現
し
た
も
の
が
見
ら
れ
た
。
相
互
批
評
に
よ
る
推
敵
と
作

品
集
の
作
成
な
ど
が
積
極
性
を
喚
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
生
徒
が
'

短
歌
の
学
習
を
と
お
し
て
'
短
歌
に
親
し
み
、
短
歌
の
表
現
に
な
じ
み
へ
短

歌
が
身
近
な
生
活
と
生
活
感
情
を
映
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
が
、

そ
の
よ
う
な
短
歌
を
産
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

6
　
短
歌
へ
の
親
し
み

「
編
集
後
記
」
か
ら
も
、
短
歌
へ
の
親
し
み
は
感
じ
取
れ
る
。
折
に
触
れ
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て
'
高
校
生
の
短
歌
や
高
校
生
の
生
活
や
思
い
を
詠
ん
だ
短
歌
も
紹
介
し
た
。

身
近
な
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
短
歌
に
も
多
く
接
し
た
。
ま
た
、
自
ら
創
作
も

試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
'
短
歌
へ
の
親
し
み
を
増
し
た
も
の
と
考
え
る
。

7
　
こ
と
ば
へ
の
関
心
の
深
化

大
岡
信
の
鑑
賞
文
と
比
較
し
'
気
づ
き
を
述
べ
さ
せ
る
指
導
、
大
岡
信
の

鑑
賞
文
の
優
れ
た
表
現
を
抜
き
出
さ
せ
る
指
導
へ
　
優
れ
た
鑑
賞
文
を
書
写
さ

せ
、
そ
の
優
れ
た
表
現
に
学
ば
せ
る
指
導
な
ど
を
行
っ
た
。
ま
た
へ
　
短
歌
の

創
作
は
、
否
応
な
く
こ
と
ば
と
向
き
合
わ
せ
る
。
「
編
集
後
記
」
　
に
は
、
短

歌
に
お
け
る
こ
と
ば
へ
の
認
識
の
深
ま
り
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も
兄
い
だ

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
習
を
と
お
し
て
、
生
徒
の
こ
と
ば
へ
の
関
心
は
深

ま
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
か
ら
、
短
歌
の
学
習
指
導
と
し
て
'
以
下
の
こ
と
が
有
効
で
は
な
い

か
と
の
感
触
を
得
た
。

①
短
歌
を
学
ぶ
意
味
は
、
実
感
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
。

②
鑑
賞
指
導
の
た
め
に
鑑
質
方
法
も
学
ば
せ
る
。

③
鑑
賞
の
深
化
は
、
専
門
家
の
鑑
賞
へ
生
徒
の
鑑
賞
な
ど
を
相
互
に
比
較
す

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
。

④
主
体
的
な
学
習
の
た
め
に
は
、
ア
.
鑑
賞
方
法
を
学
ば
せ
る
'
イ
'
個
別
へ

グ
ル
ー
プ
な
ど
の
学
習
形
態
を
生
か
し
'
自
ら
の
関
心
の
あ
る
短
歌
作
品

を
選
ば
せ
た
り
へ
　
鑑
質
さ
せ
た
り
す
る
'
ウ
.
生
徒
の
鑑
賞
文
、
短
歌
作

品
を
教
材
化
す
る
こ
と
で
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
'
エ
`
冊
子
作
り
な
ど

学
習
の
全
体
を
記
録
さ
せ
る
、
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

⑤
短
歌
の
創
作
の
た
め
に
は
、
創
る
意
味
の
実
感
的
理
解
、
と
と
も
に
興
味
・

関
心
、
意
欲
を
時
間
を
か
け
て
育
て
る
こ
と
が
必
要
。

⑥
短
歌
の
学
習
を
と
お
し
て
こ
と
ば
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
'
こ
と
ば
の
畳
を
増
や
す
こ
と
も
で
き
る
。

(
大
阪
府
立
和
泉
高
等
学
校
)
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