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翻
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古
典
の
授
業
に
お
け
る
創
作
活
動

―
序
詞
創
作
と
「
百
人
一
首
」
翻
案
―

小

林

賢

太

一

は
じ
め
に

多
く
の
中
学
生
や
高
校
生
は
、
古
典
の
授
業
に
対
し
て
好
感
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
平
成
17
年
度

高
等
学

校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
（
1
）」

で
は
、「
古
文
は
好
き
だ
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
そ
う
思
わ
な
い
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思

わ
な
い
」
と
答
え
た
生
徒
の
割
合
は
七
二
・
六
％
に
も
上
る
。
ま
た
「
平
成
25
年
度

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
2
）」

に
お
い
て
も
、

「
古
典
は
好
き
で
す
か
」
の
質
問
に
、
七
〇
・
〇
％
の
生
徒
が
否
定
的
な
回
答
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
り
、
こ

の
ほ
か
に
も
多
く
の
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
類
か
ら
古
典
の
授
業
に
対
す
る
否
定
的
な
回
答
が
見
出
せ
る
（
3
）。

こ
う
し
た
古
典
嫌
い
の
原
因
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
古
典
文
学
の
世
界
と
学
習
者
の
日
常
と
の
乖
離
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
4
）。

た
し
か
に
学
習
者
が
古
典
を
遠
い
過
去
の
も
の
、
自
分
と
は
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
れ
ば
、
学
習
意

欲
は
高
ま
り
に
く
く
、
否
定
的
な
印
象
を
持
つ
者
も
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
考
え
る
と
、
学
習
者
が
古
典
に
対
し
て
親
近
感
を

持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
学
習
意
欲
の
向
上
が
期
待
で
き
よ
う
。
古
典
に
対
し
て
親
近
感
を
持
つ
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
は
、
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創
作
活
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
創
作
と
い
う
主
体
的
な
活
動
に
よ
っ
て
古
典
と
の
距
離
を
縮
め
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。
た
だ
し
創
作
す
る
た
め
に
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
が
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
和
歌
の
実
作
を
行
お
う
と
す
れ

ば
、
和
歌
特
有
の
修
辞
技
法
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
作
活
動
は
単
に
「
親
し
む
」
だ
け
で
な
く
、
学
習
内

容
の
深
い
理
解
に
も
繋
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
稿
者
が
授
業
で
実
施
し
た
和
歌
に
関
連
す
る
創
作
活
動
を
取
り
上
げ
、
そ
の
方
法
や
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
序
詞
の
創
作
・「
百
人
一
首
」
和
歌
の
短
歌
へ
の
翻
案
と
い
う
二
つ
の
実
践
を
検
証
し
て
い
く
。

二

先
行
研
究

和
歌
を
教
材
と
し
た
創
作
活
動
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
あ
る
。
そ
の
う
ち
森
田
直
美
は
学
生
が
古
典
に
対
し
て
感
じ
て
い

る
「
遠
さ
・
無
縁
さ
」
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
解
消
し
て
古
典
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
試
み
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
（
5
）。

そ
し
て
一
例
と

し
て
、
比
喩
歌
の
創
作
を
実
践
し
、
そ
の
有
益
性
を
論
じ
た
。
森
田
の
実
践
は
い
き
な
り
和
歌
一
首
を
創
作
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま

ず
は
比
喩
の
部
分
の
み
を
、
ひ
と
ま
ず
五
七
五
七
七
の
韻
律
を
気
に
せ
ず
創
作
さ
せ
る
も
の
で
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
取
り
組
み
や
す

い
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
実
践
と
し
て
は
、
鈴
木
宏
子
に
よ
る
序
詞
を
用
い
た
和
歌
の
創
作
が
挙
げ
ら
れ
る
（
6
）。

鈴
木
の
実

践
は
、「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
を
第
五
句
に
置
い
た
う
え
で
、
そ
の
恋
心
を
表
現
す
る
に
相
応
し
い
序
詞
を
創
作
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。「
心
情
表
現
と
物
象
の
対
応
」
は
和
歌
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、

序
詞
の
創
作
は
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
授
業
実
践
の
共
通
点
と
し
て
は
、
自
由
度
を
高
め
す
ぎ
ず
、
あ
る
程
度
の
方
向
性
を

学
習
者
に
示
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
創
作
の
前
に
和
歌
の
修
辞
技
法
に
つ
い
て
の
十
分
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
で
、
和
歌
を
他
の
形
式
に
翻
案
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
加
古
有
子
は
「
百
人
一
首
」
の
歌
を
〈
超
訳
〉
す
る
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授
業
を
実
践
し
、
そ
の
有
用
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
7
）。

加
古
論
に
よ
る
と
、「
わ
か
り
や
す
さ
」
を
重
視
す
る
〈
意
訳
〉
で
は
繊
細
な
言

葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
優
先
さ
れ
な
い
が
、〈
超
訳
〉
に
は
「
洗
練
さ
れ
た
滑
ら
か
さ
」、「
文
学
的
に
も
魅
力
的
で
面
白
い
こ
と
」
が
求

め
ら
れ
る
。
即
ち
、
上
手
く
超
訳
す
る
た
め
に
は
、
元
と
な
る
和
歌
の
細
や
か
な
表
現
を
丁
寧
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
超
訳
は
古
典
和
歌
を
深
く
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
植
山
俊
宏
は
「
百
人
一
首
」
を
も
と
に
返

歌
・
類
想
歌
を
創
作
す
る
実
践
研
究
を
行
っ
た
う
え
で
、
創
作
活
動
は
「
古
典
と
学
習
者
を
上
下
関
係
・
垂
直
構
造
に
位
置
づ
け
る
こ

と
か
ら
脱
す
る
方
法
」
と
な
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
8
）。

ま
た
池
田
匡
史
は
大
村
は
ま
の
実
践
（
9
）を

も
と
に
、「
百
人
一
首
」
の
和
歌
を

詩
の
形
式
に
作
り
替
え
る
試
み
を
行
っ
た
（
10
）。

池
田
の
実
践
の
特
徴
は
、「
百
人
一
首
」
の
百
首
す
べ
て
を
ク
ラ
ス
全
員
で
訳
詩
す
る
点

に
あ
る
。
百
首
を
網
羅
す
る
こ
と
で
、「
百
人
一
首
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
へ
の
理
解
も
促
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
勅
撰
和
歌

集
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
そ
も
そ
も
和
歌
集
は
一
首
一
首
が
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
全
体
で
ひ
と
つ
の
世
界
を
構
成
し
て

い
る
。
歌
集
と
い
う
作
品
全
体
に
目
を
向
け
さ
せ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
家
永
香
織
が
歌
集
を
編
纂
す
る
授
業
実
践
を
行
っ
て
お

り
、
和
歌
文
学
を
深
く
理
解
す
る
た
め
の
実
践
的
な
方
法
を
示
し
て
い
る
（
11
）。

こ
れ
ら
多
く
の
先
行
研
究
を
参
考
に
、
稿
者
も
ま
た
古
典
の
授
業
に
お
け
る
和
歌
関
連
の
創
作
活
動
を
試
み
た
。
ま
ず
は
序
詞
を
用

い
た
古
典
和
歌
の
創
作
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三

序
詞
の
創
作

本
実
践
を
行
っ
た
の
は
、
二
〇
二
一
年
度
前
期
開
講
科
目
「
日
本
の
文
学
（
古
典
Ｂ
Ⅰ
）」
で
あ
る
。
受
講
者
は
三
七
名
、
国
語
の

教
員
免
許
取
得
を
目
指
す
学
生
も
数
名
い
る
が
、
多
く
の
学
生
は
そ
う
で
は
な
く
、
古
典
文
学
を
専
門
的
に
学
ん
で
き
た
わ
け
で
は
な

い
。『
新
古
今
和
歌
集
』
を
扱
っ
た
数
回
の
授
業
の
後
、
こ
の
和
歌
創
作
の
実
践
を
行
っ
た
。

古典の授業における創作活動（小林）
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授
業
で
は
ま
ず
序
詞
や
掛
詞
、
縁
語
と
い
っ
た
基
本
的
な
和
歌
の
修
辞
技
法
に
つ
い
て
、『
新
古
今
集
』
の
歌
を
例
に
し
な
が
ら
解

説
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
序
詞
に
つ
い
て
は
特
に
丁
寧
に
解
説
し
た
。「
景
物
の
表
現
を
契
機
と
し
て
本
旨
を
導
く
技
巧
（
12
）」

で
あ
る
点

を
例
歌
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
、
実
際
に
創
作
す
る
際
に
も
景
物
と
心
情
の
対
応
を
意
識
す
る
よ
う
伝
え
た
。

な
お
自
由
度
が
高
す
ぎ
る
と
学
習
者
が
困
惑
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
創
作
に
際
し
て
は
下
の
句
を
次
の
よ
う
に
固
定
し
た
。

（

5

7

5

）
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

相
手
に
知
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
め
た
恋
心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
を
学
習
者
に
伝
え
、
ま
ず
は
「
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
」
を

例
え
る
な
ら
何
が
良
い
か
を
考
え
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
例
と
し
て
次
の
二
首
を
示
し
、
簡
単
に
解
説
し
た
。

河
の
瀬
に
な
び
く
玉
藻
の
み
が
く
れ
て
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
古
今
集
・
五
六
五
・
紀
友
則
）

秋
ふ
け
て
深
山
に
ふ
か
く
入
る
鹿
の
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
安
撰
和
歌
集
・
二
六
・
法
印
成
厳
）

あ
ま
り
多
く
例
を
示
す
と
例
歌
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
二
首
に
と
ど
め
た
。
そ
の
後
、
各
自
が
考
え
た
比

喩
を
五
七
五
の
音
に
整
え
る
よ
う
指
示
を
し
た
。
な
お
今
回
は
文
語
で
は
な
く
口
語
で
よ
い
と
し
た
が
、
学
習
者
の
状
況
に
合
わ
せ
て

文
語
で
作
ら
せ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
学
生
た
ち
の
作
品
を
数
例
掲
げ
る
。

三
日
月
が
雲
に
隠
れ
る
帰
り
道
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

か
く
れ
ん
ぼ
早
く
見
つ
け
て
こ
の
気
持
ち
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な
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溢
れ
出
す
思
い
の
蛇
口
ぎ
ゅ
っ
と
締
め
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

鍵
付
き
の
日
記
に
ね
む
る
宝
物
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

頬
つ
た
う
涙
の
し
ず
く
は
海
の
底
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

雲
に
隠
れ
る
月
、
か
く
れ
ん
ぼ
、
蛇
口
、
鍵
付
き
日
記
の
中
身
、
海
底
の
涙
な
ど
、
多
種
多
様
な
比
喩
を
五
七
五
の
韻
律
に
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
授
業
後
に
学
生
が
書
い
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
に
は
、
五
首
目
の
歌
の
「
涙
・
海
の
底
・
恋
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
人
魚
姫
の
物
語
を
想
像
し
た
と
の
感
想
が
あ
っ
た
。
言
葉
の
連
想
に
よ
っ
て
あ
る
物
語
が
想
起
で
き
る
と
い
う
の
は
、

本
歌
取
り
や
物
語
を
踏
ま
え
た
和
歌
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
難
解
な
和
歌
を
理
解
す
る
学
習
活
動
に
も
展
開
さ
せ
て
い
け

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
よ
う
。
同
様
に
も
う
一
首
、
創
作
を
行
っ
た
。

（

5

7

5

）
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

行
き
先
の
分
か
ら
な
い
恋
を
表
現
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
学
習
者
に
伝
え
、
先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
を
例
え
る
に
相
応
し
い

景
物
を
考
え
さ
せ
た
。
こ
の
際
も
例
と
な
る
歌
を
数
首
示
し
た
。

風
吹
け
ば
空
に
た
な
び
く
浮
き
雲
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
散
木
奇
歌
集
・
一
二
三
三
）

山
川
の
い
く
ひ
に
か
か
る
白
波
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
散
木
奇
歌
集
・
一
二
三
八
）

夕
さ
れ
ば
空
に
わ
か
る
る
む
ら
鳥
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
散
木
奇
歌
集
・
一
二
四
一
）

古典の授業における創作活動（小林）
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学
習
者
が
創
作
し
た
作
品
か
ら
数
例
を
次
に
掲
げ
る
。

寒
空
に
儚
く
消
え
る
白
い
息
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

風
吹
け
ば
水
面
に
落
ち
る
花
び
ら
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

青
空
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
た
ん
ぽ
ぽ
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

幼
子
の
手
よ
り
は
づ
る
る
風
船
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

し
ゃ
ぼ
ん
玉
ま
だ
割
れ
な
い
で
も
う
少
し
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

空
に
消
え
て
い
く
吐
息
、
水
面
の
花
び
ら
、
飛
ん
で
い
く
た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
や
風
船
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
な
ど
様
々
な
事
象
を
詠
ん
だ
歌

が
提
出
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
前
掲
し
た
「
人
に
知
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
の
創
作
作
品
に
比
べ
る
と
、
こ
の
「
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋

も
す
る
か
な
」の
方
は
、
タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
や
水
面
の
花
び
ら
な
ど
似
た
よ
う
な
発
想
の
歌
が
多
か
っ
た
。「
行
く
先
が
分
か
ら
な
い
」

と
い
う
条
件
の
方
が
縛
り
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
縛
り
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
類
型
的
に
な
り
や
す
い
反
面
、
創
作
し
や
す
い
一

面
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
創
作
の
順
序
と
し
て
は
「
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
を
先
に
行
っ
た
方
が
取
り
組
み
や
す
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

創
作
を
し
た
次
回
の
授
業
で
は
、
全
員
分
の
作
品
を
匿
名
の
状
態
で
ま
と
め
た
も
の
配
布
し
、
稿
者
が
一
首
ず
つ
読
み
上
げ
な
が
ら

鑑
賞
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
自
分
が
創
作
し
た
二
首
の
う
ち
自
信
の
あ
る
方
を
決
め
て
も
ら
い
、
全
員
分
の
自
讃
歌
の
内
ど
の
歌
が

良
い
と
思
っ
た
か
投
票
を
行
っ
て
上
位
五
作
品
を
発
表
し
た
。
授
業
後
の
学
習
者
の
コ
メ
ン
ト
を
次
に
掲
げ
る
。

・
今
回
は
み
ん
な
が
作
っ
た
和
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
下
の
句
は
同
じ
な
の
に
上
の
句
が
違
う
だ
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け
で
か
な
り
印
象
が
変
わ
っ
た
り
し
て
面
白
か
っ
た
で
す
。

・
与
え
ら
れ
た
条
件
は
同
じ
な
の
に
、
人
に
よ
っ
て
表
現
の
仕
方
が
全
く
違
っ
て
い
て
、
面
白
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

・
他
の
人
が
作
っ
た
和
歌
で
、
私
も
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
全
然
違
う
雰
囲
気
を
感
じ
不
思
議
で
し
た
。

・
自
分
と
同
じ
タ
ン
ポ
ポ
を
使
っ
た
歌
で
も
、
そ
の
使
い
方
が
全
然
違
っ
て
い
て
新
し
い
使
い
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
同
じ
も
の
を
例
え
と
し
て
あ
げ
て
い
て
も
、人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
表
現
の
仕
方
が
違
っ
て
い
て
、お
な
じ
も
の
で
も
全
く
違
っ

た
雰
囲
気
の
作
品
と
な
っ
て
お
り
ど
れ
も
大
変
素
敵
で
し
た
。

右
の
よ
う
に
、
下
の
句
が
固
定
さ
れ
て
い
て
も
上
の
句
に
よ
っ
て
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
上
の
句
で
同
じ
景
物

を
用
い
て
い
て
も
創
作
者
が
異
な
れ
ば
歌
の
イ
メ
ー
ジ
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
た
学
生
が
多
か
っ
た
。
和
歌
は
あ
る
程

度
の
型
が
固
定
さ
れ
た
類
型
性
の
文
芸
で
あ
る
が
、
そ
の
型
の
中
で
い
か
に
自
由
に
、
新
し
く
詠
む
か
が
醍
醐
味
の
一
つ
で
あ
る
。
ま

さ
に
和
歌
の
、
そ
し
て
序
詞
の
効
用
を
実
感
を
も
っ
て
学
習
で
き
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
次
の
よ
う
に
、
他
者
の
作
品
を
鑑
賞
で
き
た

こ
と
、
他
者
か
ら
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
感
心
を
持
っ
た
感
想
も
目
立
っ
た
。

・
私
が
つ
く
っ
た
上
の
句
が
最
後
ま
で
選
ば
れ
た
の
で
、
共
感
さ
れ
た
ん
だ
な
と
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
和
歌
を
つ
く
る
コ
ツ
を

掴
め
た
感
じ
が
す
る
の
で
、
他
に
も
つ
く
っ
て
み
た
い
。

・
他
の
方
の
作
品
を
見
て
み
る
と
自
分
で
は
思
い
つ
か
な
い
視
点
で
あ
っ
た
り
表
現
が
あ
っ
て
と
て
も
新
鮮
に
感
じ
ま
し
た
。

・
私
の
作
っ
た
和
歌
ど
ち
ら
も
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
、
ど
ち
ら
に
し
よ
う
か
な
で
選
ん
だ
の
で
す
が
、
最
終
投
票
の
五
首
に
残

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
す
ご
く
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

・
自
分
の
和
歌
が
選
ば
れ
て
と
て
も
嬉
し
い
気
持
ち
で
す
！

…
（
中
略
）
…
他
の
皆
さ
ん
の
歌
は
、
日
常
や
自
然
か
ら
虚
し
さ
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を
引
き
出
し
て
い
る
も
の
が
多
く
て
と
て
も
共
感
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
溢
れ
る
思
い
を
蛇
口
か
ら
流
れ
る
水
に
、
そ
し
て

ぎ
ゅ
っ
と
蛇
口
を
閉
め
る
こ
と
で
気
持
ち
に
蓋
を
す
る
と
い
う
歌
が
リ
ア
ル
で
、
心
情
が
伝
わ
る
凄
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。

作
る
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
に
鑑
賞
し
合
う
の
は
新
し
い
発
見
が
あ
っ
て
楽
し
い
で
す
ね
。

・
和
歌
を
作
っ
た
こ
と
が
今
ま
で
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
で
作
っ
て
み
る
の
も
楽
し
く
、
ほ
か
の
人
の
物
を
見
る
の
も
楽
し

い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
昔
の
人
が
和
歌
を
作
り
、
詠
み
あ
っ
て
い
た
気
持
ち
が
分
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

他
者
へ
の
共
感
、
他
者
か
ら
の
共
感
の
双
方
が
実
現
で
き
た
と
す
れ
ば
、
匿
名
な
が
ら
も
学
習
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

は
か
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
少
人
数
で
あ
れ
ば
、
歌
会
形
式
で
互
い
の
歌
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
も
有
意
義
で

あ
る
。
序
詞
の
創
作
は
読
む
こ
と
に
偏
重
し
や
す
い
古
典
の
授
業
に
お
い
て
、「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
」「
聞
く
こ
と
」
に
も
展
開

さ
せ
て
い
け
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
最
後
の
コ
メ
ン
ト
に
あ
る
よ
う
に
、
古
人
が
和
歌
を
詠
み
合
っ
て
い
た
気
持
ち
が
多
少

な
り
と
も
理
解
で
き
た
と
す
れ
ば
、
古
典
和
歌
と
学
習
者
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
。

四
「
百
人
一
首
」
和
歌
の
翻
案

次
に
、「
百
人
一
首
」
の
翻
案
に
関
す
る
実
践
を
取
り
上
げ
る
。
本
実
践
は
稿
者
の
前
任
校
の
中
学
校
に
て
二
〇
一
八
年
度
に
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
中
学
三
年
生
、
一
ク
ラ
ス
約
四
〇
名
を
五
ク
ラ
ス
、
計
約
二
〇
〇
名
が
対
象
の
古
文
の
授
業
で
実
施
し
た
。
学
習
者

た
ち
は
、
中
学
一
年
生
か
ら
「
百
人
一
首
」
の
和
歌
を
一
首
ず
つ
学
習
し
て
き
た
こ
と
に
加
え
、
年
に
一
度
「
百
人
一
首
」
大
会
も
行
っ

て
お
り
、「
百
人
一
首
」
に
は
あ
る
程
度
触
れ
て
き
た
。
ま
た
短
歌
の
創
作
も
何
度
か
行
っ
て
お
り
、
和
歌
や
短
歌
に
は
そ
れ
な
り
に

接
し
て
き
た
こ
と
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
古
典
和
歌
を
口
語
短
歌
に
翻
案
す
る
例
と
し
て
、
俵
万
智
訳
の
『
伊
勢
物
語
』（
少
年
少
女
古
典
文
学
館

第
二
巻
）
を
紹

介
し
た
（
13
）。

当
該
訳
は
和
歌
を
現
代
語
訳
す
る
際
、
五
七
五
七
七
の
口
語
短
歌
に
詠
み
替
え
て
お
り
、
歌
の
リ
ズ
ム
を
崩
す
こ
と
な
く
味

わ
え
る
。
一
例
と
し
て
二
十
四
段
の
い
わ
ゆ
る
「
梓
弓
」
の
章
段
の
和
歌
と
、
俵
万
智
訳
の
短
歌
を
紹
介
し
た
。
実
際
の
授
業
で
は
順

序
を
入
れ
替
え
、
ど
の
歌
と
ど
の
歌
が
対
応
す
る
か
を
ク
イ
ズ
形
式
で
問
う
た
が
、
本
稿
で
は
順
序
通
り
歌
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
る
。

『
伊
勢
物
語
』
原
文
（
14
）

あ
ら
た
ま
の
と
し
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ

あ
づ
さ
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

あ
づ
さ
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
む
か
し
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を

あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る

俵
万
智
訳
『
伊
勢
物
語
』

三
年
を
君
に
さ
さ
げ
て
ま
ち
わ
び
て
今
夜
打
た
れ
る
は
ず
の
ピ
リ
オ
ド

梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
こ
れ
か
ら
は
我
と
思
っ
て
彼
を
愛
せ
よ

梓
弓
ひ
か
れ
ひ
か
れ
て
今
も
な
お
心
は
君
に
ひ
か
れ
る
ば
か
り

ま
つ
と
い
う
愛
の
形
も
な
く
な
っ
て
わ
た
し
が
選
ぶ
こ
れ
が
ピ
リ
オ
ド

簡
単
に
解
説
を
加
え
た
後
、
次
の
内
容
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
た
。
実
際
の
配
布
物
は
Ｂ
5
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
横
向
き
に
用
い
、

書
き
込
む
欄
も
左
記
の
も
の
よ
り
幅
を
広
く
と
っ
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
内
容
の
み
を
掲
げ
る
。

古典の授業における創作活動（小林）

65



◆

選
ん
だ
「
百
人
一
首
」
の
和
歌

（

）

◆

和
歌
の
主
題

（

）

◆

キ
ー
ワ
ー
ド

（

）

◆

詠
み
か
え
た
現
代
短
歌

（

）

☆

ヒ
ン
ト

・
五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
は
崩
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
物
の
名
前
や
地
名
は
現
代
的
な
も
の
に
置
き
換
え
て
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

・
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
に
も
気
を
配
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

裏
面
に
は
三
首
の
例
を
挙
げ
た
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
過
去
の
生
徒
作
品
に
若
干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
配
布
物
で
は

元
の
歌
と
翻
案
短
歌
と
で
文
字
の
フ
ォ
ン
ト
や
大
き
さ
を
変
え
た
が
、
本
稿
で
は
フ
ォ
ン
ト
や
大
き
さ
は
同
一
に
し
、
内
容
を
記
す
に

と
ど
め
る
。
な
お
、
四
角
で
囲
ま
れ
た
数
字
は
「
百
人
一
首
」
の
歌
数
で
あ
る
。
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持
統
天
皇

2
春
す
ぎ
て
夏
き
に
け
ら
し
白
妙
の
こ
ろ
も
ほ
す
て
ふ
あ
ま
の
か
ぐ
山

主
題
（

夏
に
な
っ
た
季
節
感

夏
の
さ
わ
や
か
さ

）

キ
ー
ワ
ー
ド
（

白
い
衣

天
の
香
具
山

）

春
す
ぎ
て
季
節
は
う
つ
り
夏
服
の
白
が
あ
ふ
れ
る
三
年
二
組

平
兼
盛

40
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
お
も
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で

主
題
（

隠
そ
う
と
し
て
も
バ
レ
て
し
ま
う
程
の
恋
心

）

キ
ー
ワ
ー
ド
（

隠
す

恋

色
に
出
る

）

か
く
し
て
も
顔
に
出
ち
ゃ
う
よ

Ｉ

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ

Ｙ
Ｏ
Ｕ

ど
う
し
た
の
っ
て
人
が
聞
く
ん
だ

藤
原
実
方
朝
臣

51
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
し
ら
じ
な
も
ゆ
る
お
も
ひ
を

主
題
（

燃
え
る
よ
う
な
思
い
を
知
っ
て
ほ
し
い

言
い
た
い
の
に
言
え
な
い
恋

）

キ
ー
ワ
ー
ド
（

さ
し
も
草

燃
え
る
思
い

火

）

い
つ
の
日
か
も
し
も
し
も
し
も
さ
し
も
草
も
し
も
言
え
た
ら
も
え
る
思
い
を
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ワ
ー
ク
シ
ー
ト
配
布
後
は
裏
面
の
例
を
用
い
て
、
取
り
組
み
方
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

①

学
習
者
全
員
が
持
っ
て
い
る
「
百
人
一
首
」
の
解
説
書
、
お
よ
び
国
語
便
覧
で
和
歌
の
意
味
を
確
認
し
、
そ
の
歌
の
テ
ー
マ
は
何

か
を
考
え
、「
主
題
」
の
空
欄
に
記
入
す
る
。

②

そ
の
歌
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
え
ら
れ
る
単
語
を
考
え
、「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
空
欄
に
記
入
す
る
。

③

主
題
の
内
容
や
キ
ー
ワ
ー
ド
の
単
語
を
現
代
風
に
言
い
換
え
る
と
し
た
ら
、
何
に
該
当
す
る
か
考
え
る
。

④

主
題
の
内
容
を
現
代
的
な
感
性
・
言
葉
で
五
七
五
七
七
に
な
る
よ
う
詠
み
替
え
る
。

ど
の
歌
を
翻
案
す
る
か
は
学
習
者
自
身
に
任
せ
、
こ
れ
ま
で
学
習
し
た
「
百
人
一
首
」
の
歌
か
ら
自
由
に
選
ば
せ
た
。
た
だ
、
こ
の

方
法
は
自
由
度
が
高
く
な
る
半
面
、
対
象
と
す
る
歌
を
決
め
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
学
習
者
も
い
た
た
め
、
あ
る
程
度

候
補
に
な
る
歌
を
絞
っ
て
提
示
し
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
各
自
苦
心
し
な
が
ら
も
、
多
く
の
生
徒
は
授
業
時
間
内
に
歌
を

仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
生
徒
の
作
品
数
例
を
次
に
掲
げ
る
。

儀
同
三
司
母

54
わ
す
れ
じ
の
行
す
ゑ
ま
で
は
か
た
け
れ
ば
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
い
の
ち
と
も
が
な

い
つ
の
日
か
あ
な
た
が
私
を
見
捨
て
た
ら
…
あ
ぁ
恐
い
恐
い
今
日
死
ん
じ
ゃ
い
た
い

左
京
大
夫
道
雅

63
今
は
た
だ
お
も
ひ
た
え
な
ん
と
ば
か
り
を
人
づ
て
な
ら
で
い
ふ
よ
し
も
が
な

い
ま
は
た
だ
別
れ
の
言
葉
そ
れ
だ
け
を
届
け
る
た
め
に
一
目
会
い
た
い
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素
性
法
師

21
今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な

今
す
ぐ
に
行
く
と
い
わ
れ
て
待
っ
て
た
が
結
局
嘘
だ
女
は
つ
ら
い

後
京
極
摂
政
太
政
大
臣

91
き
り
ぎ
り
す
鳴
く
や
霜
よ
の
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
ひ
と
り
か
も
ね
ん

こ
お
ろ
ぎ
が
鳴
い
て
る
冬
の
寒
い
夜
あ
の
ひ
と
来
ず
に
ぼ
っ
ち
で
寝
る
よ

文
屋
朝
康

37
し
ら
露
を
か
ぜ
の
吹
き
し
く
あ
き
の
の
は
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
ち
り
け
る

秋
風
に
吹
か
れ
て
止
ま
ら
ず
は
じ
け
て
く
宝
石
箱
に
入
れ
た
い
白
露

藤
原
義
孝

50
君
が
た
め
を
し
か
ら
ざ
り
し
い
の
ち
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
お
も
ひ
け
る
か
な

君
の
為
た
と
え
火
の
中
水
の
中
け
れ
ど
ま
だ
ま
だ
君
と
生
き
た
い

お
お
む
ね
五
七
五
七
七
の
韻
律
を
守
り
、
短
歌
の
形
式
に
仕
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
現
代
短
歌
に
詠
み
替
え
る
た
め
に
は
、

も
と
の
歌
の
主
題
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
和
歌
を
別
の
形
式
に
翻
案
す
る
行
為
は
、
も
と
と
な
る
歌
の
理
解
を
促

す
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
三
首
目
の
素
性
法
師
詠
を
翻
案
し
た
創
作
作
品
は
、
歌
の
主
体
を
「
女
」
と
明
記
し
、「
待
つ
女
」
の
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嘆
き
を
表
現
で
き
て
い
る
。
当
歌
は
『
古
今
集
』
巻
十
四
・
恋
四
（
六
九
一
）
が
出
典
で
、
巻
十
四
に
は
「
待
恋
」
の
歌
が
並
ん
で
い

る
。
内
容
か
ら
し
て
も
こ
の
素
性
歌
は
「
待
つ
恋
」
だ
が
、
古
典
和
歌
に
お
け
る
「
待
つ
恋
」
は
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
る
の
が
常
で
あ

る
。
作
者
と
和
歌
の
主
体
の
性
別
が
異
な
る
例
は
古
典
和
歌
に
よ
く
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
翻
案
し
た
学
習
者
は
こ
う
し
た
現
象
を
自
然

に
受
容
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
四
首
目
の
作
品
で
は
、
平
安
期
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
と
い
う
語
が
現
在
の
「
こ
お
ろ
ぎ
」
を
指

し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
翻
案
で
き
て
い
る
。
古
典
和
歌
の
翻
案
は
単
に
主
題
の
理
解
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
短
歌
に
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
和
歌
特
有
の
特
徴
や
文
化
的
変
遷
の
理
解
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
各
自
の
作
品
は
匿
名
で
プ

リ
ン
ト
に
ま
と
め
、
次
回
の
授
業
で
配
布
、
ク
ラ
ス
ご
と
に
鑑
賞
し
た
。

五

お
わ
り
に

本
稿
で
は
和
歌
を
用
い
た
二
つ
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
い
ず
れ
の
実
践
も
、
和
歌
と
学
習
者
と
の
距
離
を
縮
め
て

親
近
感
を
持
た
せ
る
だ
け
で
な
く
、
和
歌
の
主
題
や
修
辞
技
法
の
理
解
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
古
人
が
歌
を
詠

む
際
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
苦
心
や
楽
し
み
を
想
像
す
る
学
習
者
も
い
た
。
さ
ら
に
創
作
し
た
作
品
を
全
員
で
共
有
し
て
評
価
し
合

う
こ
と
で
、
学
習
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
成
立
し
、〈
場
〉
の
文
芸
と
い
う
も
の
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
経
験
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
全
て
の
学
習
者
が
問
題
な
く
順
調
に
作
品
を
創
作
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
仕
上
げ
る
ま
で
に
相
当
に
苦
労
し
た
り
、
提

出
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
今
後
は
、
そ
う
し
た
学
習
者
が
少
し
で
も
取
り
組
み
や
す
い
方
法
を
考
案
し
て
い
き
た

い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
考
慮
す
る
と
、
創
作
の
際
は
自
由
度
を
高
め
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
取
り
組
み
に
く
く
な
る
た
め
、
あ

る
程
度
の
方
向
性
を
教
員
が
定
め
、
示
し
て
お
く
こ
と
が
有
効
と
考
え
る
。
ま
た
参
考
と
し
て
例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
く
こ
と
も
有
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意
義
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
も
、
数
が
多
す
ぎ
る
と
例
に
引
き
ず
ら
れ
て
自
由
な
発
想
を
妨
げ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
程

よ
い
数
に
絞
っ
て
お
く
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

読
む
こ
と
が
中
心
に
な
り
や
す
い
古
典
の
授
業
に
お
い
て
、
創
作
と
い
う
活
動
は
学
習
者
に
刺
激
を
も
た
ら
し
、
主
体
的
に
理
解
す

る
学
習
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
実
践
と
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

注（
1
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
「
平
成
17
年
度

高
等
学
校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査

教
科
・
科
目
別
分
析
と
改
善
点
（
国
語
・

国
語
総
合
）」（
二
〇
〇
七
年
四
月
）。

（
2
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
「
平
成
25
年
度

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

調
査
結
果
資
料
〈
全
国
版
／
中
学
校
〉」（
二
〇
一

三
年
十
二
月
）。

（
3
）
ベ
ネ
ッ
セ
教
育
総
合
研
究
所
「
Ｖ
Ｉ
Ｅ
Ｗ
21
」
高
校
版
二
〇
〇
六
年
六
月
号
「
デ
ー
タ
が
語
る
高
校
の
実
像
／
教
科
・
科
目
の
好
き
嫌
い
」〔https://

berd.benesse.jp/berd/center/open/kou/view
21/2006/06/03data_jituzo_01.htm

l

〕（
閲
覧
日

二
〇
二
一
年
六
月
六
日
）
な
ど
。

（
4
）
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
「
乖
離
」「
遠
さ
」
に
学
習
価
値
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
学
習
者
が
自
ら
と
距
離
を
感
じ
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば

「
異
質
な
も
の
」
と
出
会
い
、
異
質
性
と
向
き
合
う
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

（
5
）
森
田
直
美
「
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
文
学
教
育
の
授
業
実
践
案
―
比
喩
歌
の
創
作
体
験
の
有
効
性
と
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
―
」（『
川

村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
八‐

二

二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
6
）
鈴
木
宏
子
「
古
典
和
歌
を
詠
も
う
―
高
大
連
携
授
業
に
お
け
る
実
践
と
そ
の
分
析
―
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
六
七

二
〇
一
九
年
三
月
）。

（
7
）
加
古
有
子
「「
超
訳
」
と
い
う
可
能
性
―
大
学
に
お
け
る
小
倉
百
人
一
首
の
授
業
よ
り
―
」（『
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
』
二
五

二
〇
一
七

年
三
月
）。

（
8
）
植
山
俊
宏
「
中
学
生
の
和
歌
創
作
学
習
に
関
す
る
実
践
的
研
究
―
百
人
一
首
に
か
か
わ
る
返
歌
、
類
想
歌
創
作
の
試
み
―
」（『
教
育
実
践
研
究
紀
要
』

一
八

二
〇
一
八
年
三
月
）。

（
9
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
3
巻
』「
口
語
訳
詩
集
を
つ
く
る
」（
筑
摩
書
房

一
九
八
三
年
）。
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（
10
）
池
田
匡
史
「
小
倉
百
人
一
首
の
訳
詩
創
作
活
動
を
通
し
た
学
び
の
可
能
性
―
「
百
首
で
ひ
と
つ
」
と
い
う
視
点
か
ら
―
」（『
論
叢
国
語
教
育
学
』
一
四

二
〇
一
八
年
七
月
）。

（
11
）
家
永
香
織
「
歌
集
を
編
む
―
体
験
型
授
業
の
実
践
報
告
」（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』
四
八

二
〇
一
九
年
三
月
）。

（
12
）『
和
歌
文
学
大
辞
典
』「
序
詞
」（
白
井
伊
津
子
執
筆
）（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

二
〇
一
四
年
）。

（
13
）
北
杜
夫
・
俵
万
智
『
少
年
少
女
古
典
文
学
館

第
二
巻

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』（
講
談
社

一
九
九
一
年
）。

（
14
）『
伊
勢
物
語
』
和
歌
の
本
文
は
、
片
桐
洋
一
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語
』（
小
学
館

一
九

九
四
年
）
に
拠
る
。

※

和
歌
の
引
用
は
、
日
本
文
学W

eb

図
書
館
「
新
編
国
歌
大
観
」（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
拠
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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