
り
や
す
く
解
説
し
て
く
れ
る
。

　

詠
歌
初
心
者
の
私
に
と
っ
て
は
ど
れ
も
有
益
な

情
報
だ
っ
た
が
、
あ
る
程
度
ベ
テ
ラ
ン
の
方
が
読

ん
で
も
有
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
然
に
使
っ
て

い
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
も
、
文
章
化
さ
れ
た
解
説
を

読
む
こ
と
で
、
そ
の
効
果
や
方
法
を
論
理
的
に
把

握
で
き
、
誰
か
に
教
え
る
際
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
国
語
の
先
生
方
に
も
お
薦
め
し

た
い
一
冊
で
あ
る
。
詩
歌
の
扱
い
が
苦
手
な
国
語

教
員
は
少
な
く
な
い
（
私
も
含
め
て
…
…
）。

　

創
作
に
関
す
る
知
識
だ
け
で
な
く
、
結
社
や
歌

会
、
歌
集
出
版
の
流
れ
な
ど
、
短
歌
を
続
け
て
い

く
う
ち
に
、
誰
か
に
聞
き
た
く
な
る
よ
う
な
疑
問

も
解
消
し
て
く
れ
る
。
以
前
、
あ
る
学
生
に
結
社

の
話
を
し
た
ら
、「
ケ
ッ
シ
ャ
…
？　

秘
密
の
や

つ
で
す
か
？
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
秘
密
結
社
だ
。
本
書
を
読
ま
せ
て
あ
げ
た
い
。

　
「
祭
」「
職
業
」
な
ど
テ
ー
マ
ご
と
の
歌
が
ま
と

め
ら
れ
た
「
作
品
か
ら
学
ぶ
」
の
ペ
ー
ジ
や
、「
研

究
者
の
歌
」「
海
外
を
詠
う
と
い
う
こ
と
」
な
ど

に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
短
歌
こ
ぼ
れ
話
」
の
ペ
ー

ジ
も
大
変
興
味
深
く
読
ん
だ
。
至
る
と
こ
ろ
に
実

例
と
し
て
、
短
歌
が
ふ
ん
だ
ん
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
も
嬉
し
い
。
短
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て

も
楽
し
め
る
一
冊
で
あ
る
。

　

私
の
お
気
に
入
り
の
ひ
と
つ
は
、「
推
敲
す
る
、

推
敲
を
重
ね
る
」
の
最
後
だ
。「
声
に
出
し
て
読

む
」「
語
順
を
入
れ
替
え
る
」
な
ど
の
方
法
が
具

体
例
と
と
も
に
記
さ
れ
た
後
、「
推
敲
法
番
外
編
」

の
最
後
に
こ
う
あ
る
。

　
「
諦
め
る
」

　

思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
本
文
は
次
の

よ
う
に
続
く
。「
頑
張
っ
て
推
敲
し
て
も
満
足
の

い
く
短
歌
に
な
ら
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

と
き
は
き
っ
ぱ
り
諦
め
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
と

は
い
え
、
一
度
は
完
成
し
た
短
歌
。
捨
て
る
の
は

惜
し
い
で
す
。「
未
完
成
ノ
ー
ト
」
な
る
も
の
を

作
っ
て
保
管
し
て
お
き
ま
す
。
あ
な
た
が
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
し
た
と
き
に
、
見
違
え
る
よ
う
な
作
品
に

生
ま
れ
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

な
る
ほ
ど
、
と
思
っ
た
。
同
じ
人
が
同
じ
も
の

を
見
て
も
、
そ
の
人
の
内
面
に
変
化
が
あ
れ
ば
見

え
方
は
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
短
歌
に
も
当
て

は
ま
る
。
未
完
成
ノ
ー
ト
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
歌

た
ち
は
、
未
来
の
自
分
へ
の
試
金
石
で
も
あ
る
。

　

私
の
手
元
に
も
、
ど
う
に
も
上
手
く
ま
と
ま
ら

ず
、
ほ
っ
た
ら
か
し
た
ま
ま
の
歌
稿
が
少
々
あ

る
。
早
め
に
良
い
歌
に
し
て
あ
げ
た
い
も
の
だ
。

　

短
歌
初
心
者
に
と
っ
て
嬉
し
い
一
冊
が
出
版
さ

れ
た
。
書
名
に
「
知
識
ゼ
ロ
か
ら
の
」
と
あ
る
通

り
、
本
書
は
歌
の
歴
史
や
俳
句
と
の
違
い
、
文
字

の
数
え
方
な
ど
、
基
礎
か
ら
丁
寧
に
短
歌
の
世
界

を
案
内
し
て
く
れ
る
。

　

基
礎
知
識
と
は
い
え
、
侮
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
例
え
ば
一
八
ペ
ー
ジ
「
句
切
れ
」。
私
は
こ

れ
ま
で
中
高
生
や
大
学
生
に
古
典
和
歌
を
教
え
て

き
た
が
、
彼
ら
の
多
く
は
和
歌
を
５
７
５
／
７
７

と
切
っ
て
考
え
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
方
が

音
の
響
き
は
心
地
よ
い
の
だ
が
、
意
味
を
理
解
し

た
い
時
に
機
械
的
に
上
の
句
／
下
の
句
で
切
っ
て

考
え
て
し
ま
う
と
、
分
か
り
に
く
く
な
る
こ
と
が

あ
る
。
句
切
れ
は
歌
を
読
む
（
詠
む
）
際
の
基
本

だ
が
、
と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
ほ
か

に
も
口
語
と
文
語
、
仮
名
遣
い
、
比
喩
、
会
話
体
、

助
動
詞
な
ど
の
基
礎
知
識
を
、
語
り
口
調
で
分
か

小
林
賢
太

ベ
テ
ラ
ン
の
方
も
ぜ
ひ

佐
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木
幸
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