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エ
ッ
セ
イ

短
歌
療
法
と
心
の
動
き

学
校
教
育
で
短
歌
制
作
を
行
う
目
的
は
、
い
わ

ば
短
歌
療
法
と
も
言
・
つ
べ
き
心
の
成
長
を
促
し
自
ら

無
意
識
的
に
問
題
解
決
を
図
る
た
め
だ
と
伺
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
教
育
論
の
側
か
ら
い
わ
れ
る
そ
の
こ
と

は
短
歌
の
側
か
ら
の
、
芸
術
の
自
己
目
的
性
か
ら
い

え
ば
、
不
純
な
要
素
が
入
り
こ
む
可
能
性
も
あ
り
、

少
し
警
戒
し
た
く
も
な
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
、

短
歌
と
い
う
芸
術
が
な
ぜ
、
か
く
も
歴
史
に
保
存
さ

れ
発
展
し
て
い
る
の
か
と
考
え
れ
ば
、
倫
理
学
的
な

意
昧
で
の
人
類
の
危
機
管
理
の
一
端
と
し
て
、
完
全

な
想
定
外
に
対
応
す
る
こ
と
が
究
極
の
危
機
管
理
な

の
だ
か
ら
、
そ
の
自
己
目
的
性
こ
そ
が
究
極
の
危
機

管
理
に
相
当
す
る
と
も
言
え
る
。
教
育
に
お
け
る
普

遍
を
特
殊
に
構
成
す
る
個
性
的
な
発
達
こ
そ
が
個
々

の
危
機
管
理
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
意
味
で

は
、
双
方
の
出
会
い
も
意
昧
深
い
も
の
だ
と
い
え
よ

・つ。

そ
の
よ
う
な
議
論
を
と
か
く
机
上
の
空
論
に
し

て
し
ま
う
危
険
性
に
対
し
て
、
少
し
で
も
自
己
反
省

の
材
料
に
し
た
い
と
各
所
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行

っ
て
い
る
。
短
歌
な
ど
こ
れ
ま
で
触
れ
た
こ
と
も
な

い
方
々
が
、
五
七
五
七
七
を
工
夫
さ
れ
る
姿
は
、
短

歌
の
原
初
的
姿
を
見
る
思
い
で
す
が
す
が
し
い
し
、

技
法
に
慣
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
短
歌
を
作
る
心
、

す
な
わ
ち
心
理
的
体
制
が
、
ま
っ
す
ぐ
伝
わ
っ
て
、

多
少
な
り
と
も
短
歌
芸
術
に
触
れ
て
き
た
も
の
に
と

っ
て
参
考
に
な
る
。

先
日
も
、
そ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行

っ
た
が
そ
の
一
端
を
披
露
す
る
事
で
、
ど
こ
か
初
心

に
戻
っ
て
考
え
る
手
が
か
り
を
得
た
い
。
そ
の
つ
も

り
で
、
個
々
に
対
し
て
わ
ず
か
の
コ
メ
ン
ト
を
補
う
。

一
連
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
紙
数
の

関
係
上
、
絵
画
作
品
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
そ
れ

を
挟
ん
だ
心
理
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
技
法
的
意
味
に

荒

正

木

見

つ
い
て
だ
け
は
簡
略
に
注
記
し
て
お
く

課
題
・
．

「
私
の
秋
」
を
五
七
五
（
非
定
形
で
も
可
）
で

詠
む
。

そ
れ
を
絵
画
表
現
す
る
。

本
人
と
講
師
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
。

先
の
作
品
に
七
七
（
非
定
形
で
も
可
）
を
つ
け

る。
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本
人
と
講
師
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
。

「注」見
て
の
通
り
最
終
的
に
は
「
私
の
秋
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
短
歌
作
品
（
ら
し
き
）
を
仕
上
げ
る
の
が
表

面
的
な
目
標
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
気
に
作
り
上
げ

る
わ
け
で
は
な
い
。
始
め
五
七
五
（
非
定
形
で
も
可

な
の
で
、
や
や
字
数
に
変
動
は
あ
る
。
）
で
ひ
と
つ

の
ま
と
ま
り
を
得
た
う
え
で
、
描
画
し
て
い
た
だ
き
、

自
分
と
講
師
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
を
挟
む
。
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す
な
わ
ち
そ
こ
で
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を
立
体
的
に

捉
え
、
意
識
的
、
自
覚
的
に
確
認
す
る
。
そ
の
う
え

で
七
七
を
つ
け
る
と
、
そ
れ
は
始
め
の
五
七
五
の
流

れ
に
沿
っ
て
一
歩
踏
み
出
し
、
自
分
に
と
っ
て
よ
り

具
体
的
に
テ
l
マ
を
表
現
し
て
ま
と
め
た
り
、
さ
ら

に
新
た
な
テ
l
マ
に
向
か
っ
て
旅
立
っ
た
り
す
る
。

こ
の
流
れ
は
、
物
語
文
学
に
お
け
る
結
部
の
意
味
と

同
様
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
べ
く
コ
メ
ン
ト

し
て
終
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
こ
の
一
連

の
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
全
員
が
自
ら
成
長
し
変
化

し
た
こ
と
を
異
口
同
音
に
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
そ
の

つ
も
り
で
例
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
が
、
短
歌

作
品
を
目
標
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
な
い
の

で
技
法
的
に
は
未
熟
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め

に
断
っ
て
お
く
。
（
右
段
が

1

左
段
が

4

※

は
荒
木
注
。
）

A
氏
食
欲
も
ア
l
ト
も
読
書
も
秋
の
内

自
分
の
欠
け
た
穴
を
う
め

※
ー
で
は
秋
に
自
分
が
す
る
こ
と
を
列
記
し
て
い

る
が
、

4
で
は
そ
の
目
的
が
人
生
の
残
さ
れ
た
課
題

探
し
と
、
明
確
に
な
っ
て
深
み
を
増
し
て
い
る
。

B
氏
空
き
空
き
と
空
白
の
あ
た
ま
青
い
空

目
に
写
る
空
ま
ゆ
げ
ぬ
け
る
秋

ー
で
は
「
秋
」
を
「
空
き
」
と
読
み
替
え
て
自

分
と
晴
れ
た
空
の
空
白
感
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ

が

4
で
は
、
空
を
目
に
写
る
空
と
焦
点
を
絞
り
、

そ
こ
に
抜
け
る
毛
の
加
齢
感
、
ひ
い
て
は
当
初
の

「
青
い
空
」
に
感
じ
て
い
た
人
生
の
充
実
感
に
ま
で

心
を
延
ば
そ
う
と
し
て
い
る
。

C
氏
学
校
行
事
に
流
さ
れ
て
す
る
こ
と
も
な
し

秋
の
空
（
と
は
い
い
つ
つ
も
・
：
）

あ
そ
こ
へ
行
き
こ
こ
へ
行
こ
う
と
秋
の
空

※

1
の
最
後
に
、
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
収

ま
ら
な
い
微
妙
な
心
を
言
葉
と
し
て
、
括
弧
で
挿
入

し
て
い
る
こ
と
が
、

4
で
は
積
極
的
な
行
動
へ
と
発

達
し
て
希
望
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
括
弧
を

省
き
、
ダ
ブ
る
言
葉
を
嫌
っ
て
、
後
の
「
秋
の
空
」

を
削
除
し
て
も
よ
い
し
、
非
定
形
で
い
く
つ
も
り
で

「
見
上
げ
つ
つ
」
「
あ
か
と
ん
ぼ
」
「
風
の
色
」

「
木
の
葉
舞
う
」
な
ど
と
す
れ
ば
一
般
的
な
歌
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

※ D
氏
た
の
し
い
な
き
れ
い
な
し
ぜ
ん

び
み

き
の
み

あ
じ
わ
い
た
い
な
も
っ
と
も
っ
と
ね

ー
で
、
最
も
違
和
感
が
あ
る
の
は
「
美
味
」
を

ひ
ら
か
な
で
表
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
的
な

※ 

作
歌
で
は
「
お
い
し
い
」
な
ど
と
和
語
で
表
現
す
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、

4
で
は
「
昧
」
に
焦
点
が
絞
ら
れ

て
「
も
っ
と
」
と
な
っ
て
い
る
様
に
、
心
理
分
析
の

定
石
通
り
、
そ
の
違
和
感
こ
そ
が
気
持
ち
の
中
心
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

E
氏
た
だ
立
ち
て
陽
を
観
て
名
付
く
夕
日
か
な

沈
む
と
見
る
か
遠
ざ
か
る
と
見
る
か

※
歌
と
し
て
も
よ
く
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
作
者
が
告
白
し
た
よ
う
に
、
始
め
に

4
の
結
論
を

意
識
し
て
、
遡
っ
て
1
を
作
っ
た
と
い
う
個
性
的
な

方
法
か
ら
も
言
え
る
。
具
体
的
な
情
景
を
述
べ
、
そ

こ
か
ら
テ
l
マ
へ
と
絞
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
仕
方

で
論
理
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
作
品
は
、

1
と
4
を
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
本

来
の
心
の
流
れ
が
見
え
て
く
る
。

さ
て
、
か
く
し
て
い
わ
ゆ
る
短
歌
療
法
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
、
芸
術
と
し
て
の
作

歌
を
目
指
し
て
い
る
視
点
か
ら
見
る
と
、
作
品
と
し

て
は
未
熟
で
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
本
来
の
心
の
流
れ
と
表
現
と
の
素
朴
な
関
係

が
見
え
て
く
る
。
時
に
、
こ
の
よ
う
な
原
点
も
参
考

に
し
て
み
た
い
。
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