
報
告
の
内
容

現
　
代
　
詩
　
の
　
授
　
業
H

I

中

学

三

年

塵

の

場

会

　

-

は
じ
め
に

1
　
中
学
校
詩
教
材
の
問
題
点

二
　
な
ぜ
現
代
詩
を
扱
う
の
か

三
　
詩
の
授
業
・
7
つ
の
試
み

四
　
現
代
詩
は
ど
う
受
容
さ
れ
た
か

五
　
現
代
詩
教
育
の
可
能
性

お
わ
り
に

は
じ
め
に

こ
の
報
告
は
、
中
学
校
三
年
生
を
対
象
と
し
て
、
現
代
(
戦
後
)
詩
を
救
っ

た
実
践
の
記
銀
で
あ
る
。

足
　
　
立
　
　
悦
　
　
男

四
月
当
初
、
年
間
の
指
導
計
画
を
た
て
る
た
め
の
参
考
に
と
思
い
、
現
在
使

用
し
て
い
る
二
冊
の
教
科
書
(
三
省
堂
、
学
校
E
a
古
)
所
収
の
詩
教
材
に
つ
い

て
、
問
単
な
調
査
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
反
応
は
か
な
り
悲
観
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
詩
教
材
へ
の
不
満
を
述
べ
る
生
徒
も
か
な
り
い
た
が
、
大
勢
を
占
め

た
の
は
、
そ
れ
以
上
に
詩
の
授
業
へ
の
不
満
で
あ
っ
た
。
「
詩
は
1
人
の
時
、

静
か
に
読
む
の
が
い
い
。
そ
れ
を
授
業
で
扱
う
と
'
い
く
ら
好
き
な
詩
で
も
、
な

ん
か
興
味
を
な
-
し
て
し
ま
う
0
」
(
K
君
)
と
い
う
よ
う
な
意
見
で
あ
る
。
こ
の

反
応
に
は
、
切
実
さ
が
こ
も
っ
て
い
た
。
わ
た
し
た
ち
の
反
省
す
べ
き
点
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
'
わ
た
し
は
、
こ
の
生
徒
た
ち
の
詩
に
対
す
る
考
え
方
に
も
問
題
が
あ

る
よ
う
に
思
っ
た
。
か
れ
ら
は
た
ぶ
ん
に
「
好
き
か
嫌
い
か
」
と
い
う
好
み
の

次
元
で
詩
を
考
え
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た

の
で
あ
る
。

文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
詩
ジ
ャ
ン
ル
は
、
そ
の
受
容
に
際

し
'
知
性
的
要
素
は
弱
く
、
感
性
的
要
素
が
き
わ
め
て
蛍
く
作
用
す
る
と
さ
れ

r
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て
い
る
。
こ
の
点
は
た
し
か
に
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
詩
が
個
人
の
好
み

の
次
元
で
か
た
ず
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
四
〇
名
の
生
徒
を
対
象
に
す
え
た
詩

の
授
業
は
成
立
し
え
な
い
.
こ
の
危
恒
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
,
初
め
て
の
詩

の
授
業
で
あ
る
こ
の
試
み
を
思
い
立
つ
出
発
点
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
へ
詩
の
知
的
分
析
-
こ
の
T
見
矛
盾
す
る
作
業
を
と
お
し
て
,
詩
の

授
業
の
あ
り
よ
う
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
今
回
の
試
み
は
、
現
代
詩
を

と
く
に
選
び
'
生
徒
た
ち
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
だ
ろ
う
か
、
と
い

ぅ
点
に
軸
を
8
3
き
つ
つ
、
好
み
の
次
元
で
そ
の
受
容
の
姿
勢
に
差
の
生
じ
て
し

ま
い
が
ち
な
生
徒
の
実
態
を
突
き
や
ぶ
る
詩
の
授
業
の
あ
り
方
を
さ
ぐ
っ
て
み

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
現
代
詩
を
と
-
に
選
ん
だ
の
は
、
未
知
な
る
も

の
へ
の
関
心
を
ひ
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
。

一
中
学
校
詩
教
材
の
問
題
点

『
文
学
と
教
育
の
広
場
』
　
(
「
み
ん
な
で
国
語
の
教
科
詔
を
読
む
会
」
編
、

横
浜
)
は
、
現
行
国
語
教
科
書
の
分
析
研
究
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
機
関

誌
で
あ
る
。
そ
の
八
七
号
∨
　
(
七
二
年
秋
)
に
「
詩
教
育
の
問
題
」
が
特
集

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
'
福
井
す
み
代
氏
は
'
「
中
学
の
ど
の
教
科
古
を
み

て
も
一
年
間
の
う
ち
詩
は
三
、
四
篇
ぐ
ら
い
し
か
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
0
年
間

国
語
の
時
間
が
一
七
五
時
間
あ
る
中
で
そ
れ
は
五
時
間
足
ら
ず
の
時
間
を
賀
す

に
す
ぎ
な
い
分
記
で
あ
る
o
」
　
(
注
1
)
と
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た

し
の
使
用
し
て
い
る
二
冊
の
教
科
書
の
詩
教
材
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
0

わ
た
し
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
で

T
木
の
か
し
の
木
の
育
つ
の
を
見
た
　
　
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

<
学
図
版
「
中
学
校
国
語
三
」
∨

雲大
門
峠
の
見
え
る
村

威か
,
:
v
,
つ

ぼ
-
は
槻
木
の
よ
う
に

谷
川
俊
太
郎

田
中
　
冬
二

村
野
　
四
郎

北
原
　
白
秋

木
下
　
夕
爾

<
三
省
堂
版
「
中
学
校
現
代
の
国
語
3
」
V

m茸
の
地
方

真
壁
　
　
仁

小
野
十
三
郎

こ
の
う
ち
、
三
省
堂
版
で
は
'
「
峠
」
　
「
茸
の
地
方
」
は
∧
生
き
る
姿
勢
V
I

ポ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
は
<
創
造
を
求
め
て
∨
と
い
う
主
題
単
冗
の
部
分
を
構
成

し
て
い
る
。
ま
た
学
図
版
で
は
'
「
大
門
峠
の
見
え
る
村
」
　
「
鹿
」
が
ジ
ャ
ン

ル
単
u
h
<
詩
・
随
筆
V
の
部
分
を
梢
成
し
、
他
の
三
帯
は
単
冗
の
合
い
問
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
い
わ
ば
薬
餌
的
な
教
材
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
傾
向
の
全
く
ち
が
う
数
帯
の
詩
が
採
ら
れ
て
い
る
印
象

が
つ
よ
-
、
<
詩
V
と
し
て
の
独
立
の
扱
い
に
よ
わ
い
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
詩
教
材
の
位
軍
'
つ
け
の
弱
さ
は
、
福
井
氏
の
指
摘
す
る
「
配
当
時
間
」

の
間
道
だ
け
で
な
く
、
「
配
当
教
材
」
へ
そ
の
単
冗
で
の
「
位
置
づ
け
」
の
問

題
と
し
て
も
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
点
に
加
え
て
'
福
井
氏
は
さ
ら
に
、
「
詩
を
教
材
と
し
て
選
ぶ
時
、
単
な
る

技
法
と
か
'
こ
と
ば
の
美
し
さ
と
か
'
情
緒
的
だ
と
か
い
う
こ
と
を
中
心
に
選
ぶ

の
で
は
な
く
へ
生
活
意
識
に
触
れ
た
も
の
で
あ
り
'
何
回
も
よ
み
味
わ
う
こ

と
に
よ
っ
て
生
徒
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
、
感
動
を
深
め
、
更
に
は
緊
密
な
こ
と
ば

の
関
係
と
か
非
代
替
的
な
こ
と
ば
の
美
し
さ
を
理
解
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
も
の

が
選
ば
れ
た
ら
、
詩
教
材
も
生
き
て
-
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
」
　
(
注
2
)

と
述
べ
て
い
る
.
こ
の
「
選
ば
れ
た
ら
-
-
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
些
呂
は
,
そ
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の
ま
ま
現
行
教
科
書
教
材
に
対
す
る
内
容
的
批
判
に
転
化
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
中
学
校
詩
教
育
で
は
定
評
の
あ
る
安
藤
授
氏
は
'
も
っ
と
前
栽
に
問

題
の
所
在
を
指
摘
し
、
「
詩
教
材
の
選
定
で
と
-
に
目
に
つ
-
の
は
'
す
で
に

評
価
の
定
着
し
た
老
詩
人
や
物
故
請
人
の
詩
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
詩
そ
の
も
の
も
'
現
在
の
変
動
の
班
し
い
状
況
に
敏
感
に
反
応
し
、

揺
れ
動
き
な
が
ら
も
'
け
な
げ
に
主
体
性
を
守
り
と
お
そ
う
と
し
て
い
る
か
に

み
ら
れ
る
生
徒
の
問
題
志
説
と
は
、
か
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
も
の
が
多

い
。
」
　
(
注
3
)
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
は
、
主
と
し
て
教
科
雷
教
材
の
内
容
的
批
判
と
し
て
有
効
で
あ

る
.
と
り
わ
け
「
生
徒
の
問
題
意
識
と
は
か
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
」
点
に
つ

い
て
は
,
生
徒
自
身
の
感
想
に
も
多
く
み
ら
れ
た
。
こ
の
安
藤
氏
の
詩
教
材
批

判
は
、
「
現
代
詩
」
教
材
化
の
試
み
を
、
側
面
か
ら
荊
気
づ
け
て
く
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
教
師
の
側
の
詩
棚
の
変
革
が
1
万
で
問
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
1
　
『
文
学
と
教
育
の
広
場
』
七
号
、
み
ん
な
で
国
語
の
教
科
書
を
読
む

会
編
へ
　
1
七
ペ
ー
ジ

注
2
　
同
上
誌
二
1
ペ
ー
ジ

.

 

1

号

蝣

>

_

 

'

_

・

_

-

 

'

-

-

-

.

.

.

I

'

蝣

'

.

蝣

-

.

:

、

日

い

、

　

　

　

　

、

「

・

;

.

堂
、
二
七
ペ
ー
ジ

〓
　
な
ぜ
現
代
詩
を
扱
う
の
か

今
回
、
現
代
(
戦
後
)
詩
を
と
り
あ
げ
た
の
は
'
教
材
の
新
鮮
さ
を
ね
ら
っ
た

こ
と
と
、
生
徒
の
問
題
忠
誠
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
現
代
詩
で
あ
れ
ぼ
う
ず
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
の
接
し
て
い
る
生
徒
た
ち
は
、
近
代
詩
の
行
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
は

受
け
つ
け
よ
う
と
七
な
い
傾
向
に
あ
る
。
か
れ
ら
を
と
り
ま
く
文
化
状
況
が
そ

う
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
屈
折
し
た
自
意
識
を
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
み
せ
つ
け

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
'
現
代
詩
t
と
-
に
戦
後
詣
は
か
れ
ら
の
意

識
に
あ
ん
が
い
ス
ム
ー
ズ
に
入
り
込
ん
で
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
み

た
の
で
あ
る
。

「
教
科
臼
の
詩
は
わ
か
り
や
す
い
o
だ
か
ら
1
度
読
め
ば
そ
れ
で
わ
か
る
」

(
o
君
)
と
い
う
感
想
を
多
く
の
生
徒
は
も
っ
て
い
る
O
そ
れ
で
は
「
わ
か
り

や
す
い
詩
」
に
代
え
て
「
わ
か
り
に
く
い
詩
」
を
提
示
さ
れ
た
時
、
か
れ
ら
は

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
だ
ろ
う
か
、
と
興
味
も
あ
っ
た
。

右
の
よ
う
な
視
点
か
ら
教
材
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
詩
と
い
う
点

に
懸
け
て
み
た
よ
う
な
も
の
で
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
、
未
知
の
籍
野
へ
踏
み
出

し
て
い
く
よ
う
な
興
味
が
あ
っ
た
。

三
　
拝
の
授
業
二
つ
の
試
み

r
:

単
冗
　
現
代
詩
・
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界

対
象
　
3
年
B
組
(
中
学
へ
男
子
2
2
名
、
女
子
1
8
名
)

授
業
の
経
過

第
1
時
(
昭
和
ァ
詛
ォ
・
ォ
)

「
戦
争
ご
っ
こ
」
　
(
加
藤
八
千
代
)
を
扱
う
。

-
第
二
時
(
昭
和
　
　
　
3
)

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
　
(
嶋
間
茄
)
　
「
地
下
鉄
」
　
(
阪
本
越
郎
)
を
扱
う
。

課
題
(
<
鏡
V
と
い
う
題
の
九
行
の
詩
を
欝
き
、
次
時
提
出
)
　
を
与
え
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る
〇

第
三
時
(
昭
和
S
'
w
-
S
)

「
鏡
」
　
(
高
野
苗
久
雄
)
を
生
徒
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
扱
う
。

第
四
時
・
第
五
時

各
自
へ
　
つ
ざ
の
課
題
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

○
高
野
苗
久
雄
「
鏡
」
に
つ
い
て

-
　
私
の
詩
と
の
比
較
を
と
お
し
て
　
-

以
下
、
<
第
三
時
V
ま
で
の
授
業
経
過
を
く
わ
し
く
追
っ
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

<
第
一
時
>
<
第
二
時
∨

こ
の
二
時
間
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
詩
を
扱
う
。

戦
争
ご
っ
こ

草
の
上
に

彼
は
倒
れ
た

死
ん
だ
ふ
り
を
し
な
が
ら

生
き
か
え
る
の
も
忘
れ
て

柁
C
た
-
Q
¥
J
>
-
'
ノ
＼

女
の
子
も
な
し
に
　
-

加
藤
八
千
代

か
く
れ
ん
ぼ

木
の
中
へ
　
女
の
子
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
・

水
た
ま
り
の
中
へ
　
雲
が
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
に

出
て
き
て
も
　
そ
れ
は
も
う
べ
つ
の
女
の
子
だ

も
と
の
女
の
子
は
そ
の
木
の
中
で

い
つ
ま
で
も
鬼
を
ま
っ
て
い
る

地
下
鉄

私
は
毎
日
　
相
に
入
る

見
知
ら
ぬ
人
と
い
っ
し
ょ
に

私
は
あ
わ
た
だ
し
-
釘
を
う
つ

自
分
の
相
に

そ
う
し
て
　
都
会
の
方
へ

生
き
埋
め
に
さ
れ
に
行
く

鴫
岡
　
　
最

阪
本
　
起
郎
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こ
の
三
作
品
を
提
示
し
'
生
徒
の
自
由
な
解
釈
に
ゆ
だ
ね
て
み
た
。
そ
れ
ま

で
接
し
て
き
た
近
代
詩
と
く
ら
べ
異
質
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
'
生
徒
た
ち
は

敏
感
に
か
ざ
つ
け
た
。
初
め
は
詩
と
の
問
に
距
離
を
感
じ
、
と
お
ま
き
に
制
し

合
っ
て
い
る
よ
う
な
賊
心
じ
で
あ
っ
た
が
、
二
も
三
の
生
徒
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ

る
と
'
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
多
-
の
意
見
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
重
ぐ
る
し

さ
は
出
初
の
T
〇
分
ほ
ど
で
'
そ
の
う
ち
-
ラ
ッ
ク
ス
し
た
ふ
ん
い
気
と
な
っ

て
い
っ
た
。
予
想
ど
お
り
二
つ
の
詩
に
対
し
て
の
意
見
は
多
様
に
分
か
れ
へ
各

人
各
様
の
解
釈
上
な
っ
た
o
 
l
つ
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
'
仝
-
異
質
の
感
想
を
も



て
る
こ
と
に
'
生
徒
た
ち
は
び
っ
-
り
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
解

釈
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
立
場
に
立
て
ば
う
な
づ
け
る
と
い
う
点
で
、
こ

れ
ら
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
ひ
ろ
さ
に
不
気
味
さ
を
感
じ
る
と
述
べ
る
生

徒
も
い
た
。

「
戦
争
ご
っ
こ
」
で
は
'
<
披
V
が
」
ハ
歳
か
ら
二
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
幅
で

と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
年
齢
の
段
階
に
し
た
が
っ
て
'
解
釈
は
分
か
れ
た
。
「
か
く

れ
ん
ぼ
」
は
'
冒
頭
の
1
行
八
木
の
中
へ
女
の
子
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
V
に

つ
ま
づ
い
て
'
な
か
な
か
詩
の
世
界
に
ふ
み
込
め
な
か
っ
た
。
<
も
と
の
女
の

子
∨
<
べ
つ
の
女
の
子
V
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
少
女
な
の
か
'
意
見
が
交
わ

さ
れ
た
わ
り
に
は
核
心
的
な
解
釈
は
出
な
い
で
お
わ
っ
た
。
「
地
上
鉄
」
は
、

題
名
を
伏
せ
て
提
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
<
棺
∨
<
都
会
∨
<
生
き
埋

め
V
な
ど
の
こ
と
ば
か
ら
'
通
勤
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
悲
哀
で
は
な
い
か
'
と
イ

メ
ー
ジ
は
方
向
づ
け
ら
れ
、
題
名
も
「
電
車
」
　
「
通
勤
列
車
」
　
「
ラ
ッ
シ
ュ
ア

ワ
ー
」
な
ど
が
大
勢
を
占
め
た
O
広
島
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
「
地
下
鉄
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
生
活
体
験
か
ら
考
え
て
出
に
く
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
生
徒
の
自
由
な
発
想
に
詩
の
解
釈
を
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
方
か
ら
の
説
明
は
い
っ
さ
い
さ
し
は
さ
ま
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の

解
釈
の
井
底
に
あ
る
発
想
が
ヘ
ビ
の
こ
と
ば
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
、
終
始
、
明
確
な
説
明
を
要
求
し
た
。

つ
ま
り
へ
こ
の
二
時
間
を
生
徒
の
初
め
て
ふ
れ
る
「
現
代
詩
」
へ
の
導
入
と

し
て
位
8
ァ
P
つ
け
へ
　
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
多
様
性
の
確
認
に
と
ど
め
た
の
で

あ
る
。な

お
、
「
戦
争
ご
っ
こ
」
　
「
か
-
れ
ん
ぼ
」
の
二
作
品
は
、
T
九
七
二
年
度

八
第
七
回
文
芸
研
全
国
集
会
∨
(
高
知
)
に
お
け
る
指
定
教
材
で
あ
り
、
わ
た

し
は
、
広
島
文
芸
研
の
会
合
に
お
い
て
へ
そ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
報
告
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
教
材
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

<
第
三
時
∨

こ
の
時
間
は
、
「
鏡
」
　
(
高
野
亭
久
雄
)
を
扱
っ
た
。
二
時
間
の
「
現
代

詩
」
へ
の
導
入
を
経
て
へ
こ
の
<
墾
二
時
V
は
、
作
品
の
中
へ
深
く
入
り
込
む

こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。
こ
の
時
間
に
扱
う
「
鏡
」
は
'
そ
れ
ま
で
の
三
作
品

と
く
ら
べ
て
、
か
な
り
抽
象
度
の
高
い
作
品
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
か

ら
'
予
め
前
時
の
お
わ
り
に
課
題
を
出
し
て
お
い
た
。
各
自
が
「
鏡
」
と
い
う

ヽ

　

ヽ

道
の
九
行
の
請
を
お
い
て
-
る
よ
う
に
指
示
し
て
あ
り
、
授
業
の
初
め
に
そ
れ

を
提
出
さ
せ
た
o
生
徒
作
品
の
「
鏡
」
と
高
野
苗
久
雄
の
「
鏡
」
と
の
比
較
を

試
み
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
.
そ
の
た
め
に
、
同
じ
九
行
で
む
く
と
い
う

指
示
を
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
時
扱
っ
た
鴨
的
員
の
別
の
作
品
「
胎
動
」
を
朗
読
す
る
。
こ
れ
か

ら
生
ま
れ
て
こ
よ
う
と
す
る
胎
児
が
'
父
親
で
あ
る
「
わ
た
し
」
に
電
話
を
か
.

け
て
き
て
、
自
分
の
未
来
は
大
丈
夫
で
す
か
と
問
う
と
い
う
内
容
の
す
ぐ
れ
た

長
編
詩
で
あ
る
。

つ
い
で
、
提
出
さ
れ
た
「
鏡
」
と
い
う
題
の
生
徒
作
品
を
一
作
ず
つ
読
み
あ

げ
て
い
っ
た
o
と
き
お
り
指
名
し
て
'
感
恋
を
き
い
て
み
た
。
そ
し
て
'
そ
れ

ら
の
生
徒
作
品
に
共
通
し
て
い
る
発
想
を
考
え
さ
せ
る
と
'
か
な
り
類
型
的
な

発
想
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
徒
作
品
の
中
の

「
鏡
」
は
、
「
自
分
自
身
の
分
身
」
と
い
っ
た
と
ら
え
方
で
共
通
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
(
こ
の
生
徒
作
品
の
数
編
は
の
ち
に
紹
介
す
る
)

つ
づ
い
て
、
高
野
喜
久
雄
の
「
鏡
」
を
、
1
行
ず
つ
お
も
む
ろ
に
板
書
し
て
い

く
○
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鏡

高
野
喜
久
雄

何
と
い
う
　
か
な
し
い
も
の
を

人
は
　
創
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

そ
の
前
に
立
つ
も
の
は

悉
く
　
己
れ
の
前
に
立
ち

そ
の
前
で
問
う
も
の
は

そ
の
ま
ま
　
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る

し
か
も
　
な
お

そ
の
奥
処
へ
と
進
み
入
る
た
め

人
は
更
に
　
逆
に
し
り
ぞ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は

高
野
亭
久
雄
　
「
耳
を
」
　
「
母
親
と
娘
」

富
岡
多
首
芋
　
「
身
上
儲
」

石
川
　
逸
子
　
「
彼
ら
笑
う
」
　
「
黒
い
柄
」

<
第
四
時
∨
<
第
五
時
∨

わ
た
し
の
空
き
時
間
を
使
っ
て
、
つ
ぎ
の
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
、
.
提
出
さ
せ

る
。高

野
喜
久
雄
「
鏡
」
に
つ
い
て

・
・
-
　
　
言
　
　
汁
V
-
一
'
蝣
'
-
 
'
蝣
'
'
.
 
'
,
-
'
!
'
-
-

・
板
召
し
お
わ
る
と
、
少
し
時
間
を
置
い
て
'
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
感
想
を
も

と
め
た
。
し
か
し
'
前
時
ま
で
と
ち
が
っ
て
説
明
し
に
く
い
の
か
、
難
渋
な
表

情
を
示
し
、
な
か
な
か
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
「
難
解
/
」

「
抽
象
的
で
'
何
を
言
い
た
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
」
と
い
う
意
見
が
多

か
っ
た
O
少
し
話
し
合
い
の
時
間
を
と
っ
た
が
'
頭
を
ひ
ね
る
ば
か
り
で
'
考

え
あ
ぐ
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
'
と
て
も
自
作
詩
と
の

比
較
は
時
間
内
で
は
無
理
だ
ろ
う
と
考
え
'
の
ち
に
レ
ポ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に

し
て
'
了
解
を
と
っ
た
。
こ
の
詩
の
場
合
も
、
わ
た
し
自
身
の
解
説
は
最
少
眼

圧
に
お
さ
え
た
o

残
り
の
時
間
を
使
っ
て
'
つ
ぎ
の
詩
を
朗
読
し
て
も
こ
の
時
問
を
し
め
く
-
っ

た
。

3

<
第
三
時
V
は
、
こ
の
日
か
ら
始
ま
っ
た
教
育
実
習
の
た
め
、
期
せ
ず
し
て

参
観
授
業
と
な
っ
た
。
教
生
の
何
人
か
が
こ
の
日
の
授
業
に
つ
い
て
'
つ
ぎ
の

よ
う
な
感
想
を
む
い
て
い
る
o
わ
た
し
自
身
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
も
、
二
、

三
指
摘
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
「
教
育
実
習
録
」
か
ら
紹
介
し
て
お
く
O

題
目
　
現
代
詩
そ
の
3

指
導
者
　
足
立
教
官

指
導
の
準
備

○
　
各
自
∧
鏡
V
と
い
う
題
目
で
九
行
の
詩
を
容
い
て
く
る
　
(
S
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

○
　
高
野
喜
久
雄
の
「
鏡
」
は
観
念
性
の
強
い
詩
な
の
で
'
難
し
い
の
か
も

し
れ
な
い
　
<
H

O
　
現
代
詩
の
詩
集
。
前
時
間
の
生
徒
の
課
題
作
晶
を
集
め
て
お
く
　
(
o
)

指
導
の
懸
皮
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○
　
あ
く
ま
で
生
徒
を
中
心
と
し
た
授
業
で
あ
り
,
生
徒
の
古
い
て
き
た
詩

を
中
心
に
し
て
'
そ
の
中
か
ら
問
題
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

問
題
を
さ
ら
に
高
度
に
す
る
た
め
、
高
野
苔
久
雄
の
同
名
の
詩
を
も
ち
だ
し

て
比
較
す
る
な
ど
、
問
題
は
あ
ら
か
じ
め
教
師
の
側
で
設
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
-
'
生
徒
の
E
I
J
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
　
　
　
　
　
(
」
)

○
-
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
て
と
け
こ
み
や
す
い
　
　
　
　
(
H
)

○
　
生
徒
の
作
品
の
い
-
つ
か
を
紹
介
。
常
に
生
徒
か
ら
出
る
イ
メ
ー
ジ
を

中
心
に
述
べ
さ
せ
、
む
ず
か
し
く
て
わ
か
ら
な
い
も
の
は
'
そ
の
ま
ま
疑
問

と
し
て
残
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
O
)

指
導
の
能
力

○
　
問
題
を
さ
ら
に
深
化
さ
れ
る
た
め
に
、
高
野
喜
久
雄
の
詩
を
出
し
て
き

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た
が
、
少
し
光
解
で
、
な
か
な
か
言
柴
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
o
鐘
徒
の

詩
の
中
か
ら
す
ば
や
く
問
題
と
さ
れ
る
点
を
と
り
出
し
て
、
そ
こ
に
焦
点
を

あ
て
て
授
業
を
す
す
め
て
い
っ
た
の
は
う
ま
い
や
り
方
だ
と
思
う
　
C
S
.
)

○
　
詩
を
朗
読
す
る
の
は
も
う
少
し
ゆ
っ
-
り
。
充
分
に
き
き
と
れ
な
い
所

も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
T
)

○
　
生
徒
の
興
味
を
よ
-
つ
か
ん
で
い
る
。
生
徒
の
発
言
を
大
切
に
す
る
佃
心

度
が
よ
く
わ
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
O
)

生
徒
o
r
J
^

〇
　
日
分
た
ち
の
詔
い
て
き
た
詩
を
中
心
に
授
業
を
す
す
め
た
た
め
か
、
興

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

味
ぶ
か
い
態
度
で
あ
っ
た
。
後
半
、
高
野
喜
久
雄
の
詩
に
つ
い
て
は
理
解
し

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
く
く
'
~
こ
と
ば
に
な
り
に
-
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
何
と
か
理
解
し
よ
う
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

懸
命
に
と
り
-
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
(
」
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

○
　
楽
し
く
詩
に
と
け
こ
ん
で
い
て
、
現
代
詩
の
難
解
さ
も
、
イ
メ
ー
ジ
を

軸
と
し
て
い
る
た
め
か
'
苦
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
が
、
こ
の
作

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

晶
の
場
合
、
上
述
の
概
念
性
の
た
め
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が

・
-
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
H
)

○
　
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
興
味
を
も
っ
て
参
加
し
て
い
た
よ
う
だ
。
自
分

の
、
ま
た
は
身
近
な
友
だ
ち
の
作
品
が
読
ま
れ
る
の
で
、
興
味
も
強
い
よ
う

だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
0
)

-
　
昭
和
4
8
年
度
『
教
育
実
習
録
』
よ
り
　
-

(
注
-
　
M
は
り
銅
も
と
子
さ
ん
、
T
は
田
中
宏
幸
君
、
0
は
尼
崎
ル
イ
子

さ
ん
o
と
も
に
広
島
大
学
教
育
学
些
r
l
N
校
国
語
科
四
年
。
傍
点
は
足
立
。
)

4

右
の
『
突
群
銀
』
を
読
ん
で
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま

ず
T
君
の
指
摘
(
傍
点
部
分
)
に
あ
る
よ
う
に
'
「
鏡
」
の
詩
の
概
念
性
が
強

す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
時
間
中
、
生
徒
の
脳
表
を
め

ぐ
っ
て
い
た
想
念
は
'
「
こ
と
ば
に
な
り
に
-
そ
う
で
あ
っ
た
」
と
M
さ
ん
も

指
摘
し
て
く
れ
て
い
る
.
予
想
以
上
に
「
難
解
」
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
た
ら
し
い
。
 
~
実
際
、
自
作
詩
と
の
比
較
ど
こ
ろ
で
は
な
-
、
高
野
苗
久
雄
の

「
鏡
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
段
階
で
'
か
れ
ら
は
苦
慮
し
て
い
る
。

「
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
懸
命
に
と
り
く
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
」
　
(
M
さ

ん
)
と
い
う
印
象
は
、
わ
た
し
も
強
-
感
じ
た
.
そ
こ
に
希
望
を
つ
な
い
で
'

も
っ
と
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
時
間
を
と
る
必
要
を
感
じ
、
レ
ポ
ト
提
出
に
思
い
到
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
。
こ
の
詩
の
「
難
解
」
さ
ほ
ど
こ
か
ら
-
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

の
概
念
性
と
難
解
性
は
む
ろ
ん
同
義
で
は
な
-
'
観
念
的
だ
か
ら
難
解
で
あ
る

と
は
か
な
ら
ず
L
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
.
こ
の
詩
が
難
解
に
受
け
と
め
ら
れ
た
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の
に
は
、
二
つ
の
原
因
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
こ
の
よ
う
な
概

念
性
の
強
い
詩
に
ふ
れ
た
こ
と
が
な
く
'
そ
れ
だ
け
で
た
じ
ろ
い
た
こ
と
が
7

つ
o
そ
れ
と
も
う
一
点
韮
婁
な
こ
と
は
、
単
に
詩
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
へ
詩

と
い
う
対
象
と
学
習
主
体
の
関
係
の
問
題
に
あ
る
。
つ
ま
り
'
生
徒
た
ち
が

<
鏡
V
を
ど
う
と
.
」
i
乙
て
い
る
の
か
と
い
う
八
㍍
V
に
対
す
る
認
識
の
深
浅
に

よ
っ
て
へ
そ
の
受
容
内
容
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き

る
。
生
徒
た
ち
が
と
ら
え
た
<
錨
V
の
世
界
(
自
作
詩
)
と
、
高
野
喜
久
雄
の

「
鏡
」
の
世
界
と
の
問
に
、
<
鏡
V
に
対
す
る
認
識
の
落
差
を
正
朔
的
に
感

じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
難
解
」
と
い
う
こ
と
ば
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
と
か
Y
詩
作
品
の
み
で
判
断
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
、
詩
対
象
と
学
㌫
主
体
の
関
係
、
換
言
す
る
と
学
習
主
体
の
対
象
認

識
の
深
浅
が
、
詩
の
受
容
程
度
を
規
定
す
る
と
い
う
二
m
も
み
の
が
せ
な
い
だ

ろ
う
。そ

れ
と
、
た
し
か
に
こ
の
時
問
は
、
前
の
二
時
間
に
-
ら
べ
る
と
楽
し
い
ふ

ん
い
気
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
偏
見
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
内
容
的

に
は
前
時
ま
で
よ
り
充
実
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
授
業
の
活
性
化
と
詩
の
受

ヽ

　

ヽ

容
さ
れ
て
い
く
深
さ
に
は
'
前
接
の
関
係
は
な
い
だ
ろ
う
.
現
代
詩
の
場
合
、

詩
の
受
容
さ
れ
て
い
-
プ
ロ
セ
ス
は
複
雑
で
長
い
.
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
'
こ

と
ば
(
発
言
)
　
に
な
ら
な
い
で
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
る
だ
ろ

う
0
そ
の
あ
た
り
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
て
-
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
興

味
を
、
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
期
待
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

そ
の
他
の
気
づ
き
と
し
て
、
詩
へ
の
関
心
を
あ
る
て
い
ど
維
持
で
き
た
の

は
'
扱
っ
た
詩
の
概
念
的
性
格
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
0
授
業
中
1
質

し
て
、
わ
た
し
自
身
の
解
釈
ら
し
い
も
の
を
極
力
ひ
か
え
て
い
た
こ
と
が
、
か

え
っ
て
プ
ラ
ス
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
を
残
し
な
が
ら
、
現
代
詩
の
三
時
間

の
授
業
を
お
,
た
た
。

四
現
代
符
は
ど
う
受
容
さ
れ
た
か

l

の
ち
に
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
中
か
ら
五
篇
を
へ
生
徒
自
作
の
　
「
鏡
」

(
九
行
)
と
と
も
に
つ
ぎ
に
掲
げ
る
。
(
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
)

①
　
　
　
鏡

私
が
　
笑
う
と

笑
う

私
が
　
泣
く
と

泣
く

鏡
の
中
に
は

も
う
t
人
の
私
が

そ
し
て

別
の
世
界
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

感
じ
方
と
い
う
も
の
に
は
深
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
o
同
じ
t
つ
の
物
を
見

て
も
そ
の
表
面
を
さ
っ
と
な
で
た
よ
う
に
浅
い
感
じ
方
を
す
る
人
や
、
そ
の
物

の
奥
を
深
く
感
じ
と
る
人
や
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
詩
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
感
じ
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と
い
う
の
を
文
茸
に
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
高
野
喜
久
雄
さ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ん
と
私
の
詩
を
見
て
ま
ず
思
っ
た
こ
と
は
、
深
さ
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
の
詩
は
、
た
だ
単
に
「
鏡
の
中
に
は
別
の
世
界
が
あ
る
の
で
な
い
か

な
O
」
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
だ
け
で
す
。
(
本
当
に
自
分
で
も
悲
し
く
な
る

よ
う
な
j
I
i
純
な
詩
だ
と
思
い
ま
す
。
)
こ
の
人
は
'
私
と
は
全
然
別
の
も
っ
と

深
い
こ
と
を
感
じ
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
を
一
行
一
行
読
ん
で
い
き
、
な
る

ほ
ど
と
恩
い
ま
し
た
。
「
そ
の
前
に
立
つ
も
の
は
/
悉
く
己
の
前
に
立
ち
/
そ

の
前
で
問
う
も
の
は
/
そ
の
ま
ま
問
わ
れ
る
も
の
と
な
る
」
考
え
て
み
れ
ば
そ

の
通
り
で
す
。
だ
け
ど
鏡
と
い
う
も
の
は
'
そ
ん
な
に
も
悲
し
い
も
の
だ
ろ
う

か
。
私
は
錨
を
神
秘
的
な
も
の
だ
と
思
う
し
、
そ
の
中
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
世

界
を
見
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
も
高
野
苗
久
雄
さ
ん
と
ち
が
う
と
思
い
ま
す
。
こ

の
人
の
詩
に
「
母
親
と
奴
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
け
ど
、
こ
の
「
琉
」
と
い
う

詩
と
ふ
ん
い
き
が
少
し
似
て
い
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
。
今
ま
で

詩
な
ど
と
い
う
も
の
に
は
全
然
間
ハ
味
の
な
か
っ
た
私
で
す
が
、
こ
の
詩
を
読
ん

で
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
少
し
現
代
詩
の
詩
集
な
ど
を
読
ん
で
み
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。
(
田
上
恭
子
)

紳
士
が
や
っ
て
来
た

お
れ
は
紳
士
に
な
る
ま
い
と
思
っ
た

で
も
お
れ
は
な
っ
て
し
ま
っ
た

ど
う
し
て
も
な
っ
て
し
ま
っ
た

お
れ
に
は
お
れ
が
な
い

私
の
詩
と
高
野
苗
久
雄
の
詩
は
同
じ
よ
う
に
鏡
を
中
心
に
書
い
た
も
の
だ

が
'
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
鏡
に
つ
い
て
の
見
方
が
大
き
-
ち
が
う
と
思
う
。
同

じ
班
の
悲
し
さ
に
し
て
も
、
か
れ
の
詩
の
中
の
鏡
は
1
人
だ
け
が
他
の
者
か
ら

大
き
く
は
な
さ
れ
て
い
て
、
私
の
詩
の
中
の
鏡
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
持
っ
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

い
る
欠
点
や
な
や
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
私
と
高
野
亭
久
雄
の
性
格
の
ち
が

ヽい
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
で
も
、
イ
メ
ー
ジ
の
方
向
は
同
じ
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
に
し
て
も
か
れ
の
詩
は
非
常
に
冷
た
い
感
じ
が
す
る
。
よ
く
あ
の
よ

う
に
暗
い
面
ば
か
り
出
せ
る
も
の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
　
(
沖
原
　
謙
)

88

鏡

お
っ
さ
ん
が
や
っ
て
来
た

お
れ
は
お
っ
き
ん
に
な
っ
た

お
ば
ん
が
や
っ
て
来
た

お
れ
は
お
ば
ん
に
な
っ
た

鏡

あ
な
た
は
　
私
の
1
番
の
友
だ
ち

私
が
う
れ
し
い
時
は
　
あ
な
た
も
う
れ
し
い

私
が
悲
し
い
時
は
　
あ
な
た
も
悲
し
い

私
が
怒
っ
て
い
る
時
は
　
あ
な
た
も
怒
っ
て
い
る

あ
な
た
と
私
は

同
じ
時
に

同
じ
こ
と
を
考
え



同
じ
こ
と
を
す
る

あ
な
た
は
私
の
7
番
の
友
だ
ち

鎧
の
中
に
は
、
自
分
と
同
じ
こ
と
を
孝
乙
、
行
動
す
る
人
が
い
る
。
私
を
含

め
へ
ク
ラ
ス
の
人
達
は
、
だ
い
た
い
そ
の
人
に
好
感
を
も
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
高
野
氏
は
こ
の
人
を
、
自
分
の
行
動
を
邪
魔
す
る
者
と
し
て
憎
ん
で
い

Sli
作
者
は
、
「
何
と
悲
し
い
も
の
を
、
.
人
は
創
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
寄
い
て
い

る
。
確
か
に
、
進
み
入
る
た
め
に
は
'
相
手
を
進
み
入
れ
よ
う
と
す
る
た
め
し

り
ぞ
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
問
う
も
の
は
、
相
手
も
問
う
の
で
そ
の
ま
ま
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
人
生
に
お
き
か
え
る
と
、
自
分
の
前
に
は
い
つ
も

敵
が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
'
作
者
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
む
い
た
の

だ
ろ
う
と
監
う
。

し
か
し
'
敵
が
い
て
悲
し
い
思
い
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
成
長
す
る

の
で
は
な
い
か
P
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
ら
、
む
し
ろ
鏡
の
中
の
人
に
対
し

て
好
意
を
も
つ
べ
き
で
は
な
い
か
p

同
じ
こ
と
を
す
る
と
い
っ
て
も
'
鏡
の
中
の
人
は
、
自
分
の
ま
ね
を
す
る
の

に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
へ
鏡
の
中
の
相
手
に
負
け
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

作
者
は
ち
ょ
っ
と
気
が
弱
す
ぎ
る
。
又
は
へ
人
生
に
悲
観
的
す
ぎ
る
の
で
は

な
い
か
㌫
し
か
し
、
私
は
作
者
に
比
べ
る
と
人
生
経
験
で
は
は
る
か
に
劣
る
の

で
'
こ
の
よ
う
に
楽
天
的
に
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
L
へ
本
当
は
作
者
の
よ

ぅ
に
考
え
る
の
が
北
L
。
通
な
の
か
も
し
れ
な
い
.
　
　
　
　
　
(
築
藤
玲
子
)

一
人
の
少
女
が
言
い
ま
し
た

お
や
　
お
か
し
な
鏡
だ
こ
と

ゆ
が
ん
で
写
る

班
-
　
ゆ
が
ん
で

人
が
　
景
色
が
　
す
べ
て
が

ゥ

で
も
だ
れ
も
気
づ
か
な
い

ゆ
が
ん
で
写
る
そ
の
姿
に

写
し
出
さ
れ
た

重
実
に

私
に
と
っ
て
鏡
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
と
ぎ
謡
の
中
で
作
ら
れ
た
。
「
白
雪

姫
」
の
魔
法
の
鏡
を
は
じ
め
と
し
て
、
鬼
女
か
ら
も
ら
っ
た
、
心
.
の
汚
い
人
を

写
す
と
ど
ん
な
美
し
い
人
で
も
醜
く
写
る
不
思
議
な
鏡
の
話
。
本
当
に
心
の
美

し
い
人
だ
け
を
写
し
だ
す
鏡
を
持
っ
て
、
お
嫁
さ
ん
探
し
に
行
く
王
子
様
の
話

な
ど
、
あ
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
が
、
ど
れ
も
一
様
に
鏡
を
'
頁
尖
を
写
し
出

す
も
の
、
本
当
の
こ
と
を
い
う
不
思
議
な
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
私
に
と

っ
て
も
'
鏡
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

正
漬
言
っ
て
、
私
は
高
野
再
久
雄
の
「
鏡
」
を
読
ん
だ
時
へ
そ
の
現
実
性
や

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

き
び
し
い
感
情
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
私
だ
っ
て
詩
に
現
実
性
を
入
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
o
醜
い
'
ゆ
が
ん
だ
も
の
に
対
し
て
、
無
関
心
な
現
代
を
私

な
り
に
表
現
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
や
は
り
プ
ロ
は
導
っ
。
高
野
喜

久
雄
は
'
こ
の
九
行
の
中
に
鏡
を
利
用
し
な
が
ら
見
覇
に
訴
え
る
べ
き
も
の
を

訴
え
て
い
る
と
感
じ
た
。
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で
は
そ
の
訴
え
る
べ
き
も
の
と
は
何
か
。
こ
こ
の
所
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

た
だ
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
現
代
社
会
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
現
代
の
人
々
の
集
団
・
社
会
と
い
う
も
の
を
見
つ
め
た
と

き
'
ど
の
よ
う
な
批
判
を
し
て
も
'
何
を
考
え
て
も
、
結
局
は
そ
の
集
団
の
中

に
自
分
が
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
'
そ
の

集
団
の
中
で
ふ
り
回
さ
れ
て
い
る
自
分
が
見
え
る
。
社
会
に
対
す
る
批
判
を
い

く
ら
し
て
も
'
そ
れ
は
自
分
に
対
す
る
批
判
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

本
当
の
姿
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
進
み
入
る
の
で
な
く
か
え
っ
て
反
対
方

向
に
退
い
て
'
ま
る
で
へ
遠
-
か
ら
客
和
的
に
'
社
会
に
は
ふ
れ
よ
う
と
も
せ

ず
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
者
に
は
'
現
代
社
会
を
考
え
た
時
、
本
当
に
悲
し
い
と
思
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

と
に
か
く
私
は
た
っ
た
九
行
の
中
に
'
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
、
訴
え
を
、
私
に

は
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
、
立
派
に
描
き
出
し
、
し
か
も
そ
れ
に
「
鏡
」
と
い

う
何
と
も
い
い
題
を
つ
け
て
い
る
こ
の
作
者
に
、
と
て
も
感
心
し
た
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
山
川
志
都
子
)

彼
は
本
当
の
自
分
を
と
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
。

彼
は
完
壁
な
世
界
を
残
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
.

彼
は
自
分
だ
け
の
世
界
を
と
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
。

そ
し
て
彼
は
鏡
を
割
っ
た
。

人
間
(
M
a
n
)
　
　
〔
名
詞
〕
自
分
の
心
に
描
く
お
の
れ
の
姿
に
班
惣

と
し
て
眺
め
入
っ
て
い
る
た
め
に
へ
当
然
あ
る
べ
き
お
の
れ
の
姿
が
目

に
入
ら
な
い
動
物
　
ォ
蝣
ピ
ア
ス
『
悪
魔
の
群
山
ハ
』
)

(
前
、
中
略
)
結
局
僕
の
結
論
は
、
最
初
の
六
行
は
自
分
が
関
係
し
て
い
る

事
へ
ま
た
は
あ
る
現
象
は
、
自
分
自
身
の
映
倍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
'
放
後
の
三
行
で
、
そ
の
事
へ
あ
る
い
は
現
象
の
百
石
姿
(
結
局
は
自
分
の

頁
の
姿
)
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
(
鍵
本
克
敏
)
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鑑

彼
は
毎
日
鏡
を
見
て
く
ら
し
た
。

彼
は
と
て
も
幸
福
だ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
本
当
の
自
分
が
い
る
。

そ
こ
に
は
、
完
壁
な
世
界
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
'
自
分
し
か
い
な
い
。

2

こ
れ
ら
の
レ
ポ
ー
ト
に
託
し
た
わ
た
し
の
ね
ら
い
は
、
つ
ぎ
の
三
点
で
あ
っ

た
。〓

高
野
喜
久
雄
「
鏡
」
受
容
の
実
態
は
ど
う
か
。

脚
自
作
詩
を
対
象
化
し
て
分
析
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
o

脚
両
者
の
詩
の
比
堕
そ
の
異
同
が
分
析
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
。

こ
れ
ら
の
槻
点
を
下
地
に
し
て
、
以
下
、
レ
ポ
ー
ト
の
分
析
を
試
み
た
い
。

3



「
生
ま
れ
て
初
め
て
か
-
詩
」
　
(
U
さ
ん
)
と
い
う
生
徒
も
い
る
ほ
ど
で
、

こ
れ
ま
で
こ
の
生
徒
た
ち
は
詩
作
の
経
験
に
乏
し
か
っ
た
た
め
か
、
ど
の
詩
も

決
し
て
巧
み
と
は
い
え
な
い
o
そ
し
て
、
そ
の
発
想
に
か
な
り
の
類
型
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
o
　
「
銭
の
中
に
は
'
自
分
と
同
じ
こ
と
を
考
え
,
行
動
す
る
人

が
い
る
。
私
を
含
め
へ
ク
ラ
ス
の
人
達
は
t
だ
い
た
い
そ
の
人
に
好
感
を
も
っ

て
い
る
」
　
(
築
藤
)
と
い
う
よ
う
な
発
思
の
類
型
で
あ
る
.
つ
ま
り
,
<
鏡
V

の
機
能
で
あ
る
「
反
映
」
を
「
自
己
自
身
の
反
映
」
と
み
て
い
る
こ
と
で
多
く

の
詩
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
お
よ
そ
予
想
し
て
い
た
と
お
り
で
あ
っ

た
。
た
だ
へ
そ
こ
に
ち
が
い
を
み
る
と
す
れ
ば
、
「
反
映
の
し
か
た
」
の
ち
が

い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
「
別
の
世
界
が
/
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
　
(
田
上
)
　
「
自
分

だ
け
の
世
界
」
　
(
雑
木
)
　
「
あ
な
た
は
私
の
1
番
の
友
だ
ち
」
　
(
築
藤
)
な
ど

は
'
<
鏡
V
へ
の
対
象
認
識
で
あ
り
'
「
お
れ
に
は
お
れ
が
な
い
」
(
沖
原
)
な

ど
は
、
対
象
認
識
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
自
己
認
識
と
も
な
っ
て
い
る
。
<
鏡
V

と
い
う
物
質
対
象
に
つ
い
て
か
き
な
が
ら
'
そ
の
反
映
と
い
う
機
能
に
触
発
さ

れ
て
'
<
鏡
V
の
世
界
と
自
己
と
の
関
係
認
識
か
ら
'
∧
鏡
V
の
世
界
す
な
わ

ち
自
己
の
内
的
世
界
と
い
う
自
己
認
識
に
い
た
る
段
階
が
、
生
徒
作
品
に
は
み

ら
れ
'
こ
の
段
階
は
'
そ
の
ま
ま
詩
内
容
の
深
さ
の
段
階
を
も
示
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
自
己
認
識
の
対
地
に
は
l
=
川
野
苗
久
雄
の
「
琉
」
の
世
界
が
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
高
野
苗
久
雄
の
「
鏡
」
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
と

き
、
か
れ
ら
は
詩
人
高
野
の
自
己
認
識
の
厳
し
さ
へ
鋭
ど
さ
、
深
さ
に
雛
ろ
い

た
め
で
あ
る
O

っ
ま
り
、
詩
作
し
た
時
点
で
、
生
徒
た
ち
は
自
分
の
築
い
た
<
錨
>
の
世
界
に

安
ん
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
へ
、
予
告
ど
お
り
、
高
野
董
久
雄
の
「
鏡
」

を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
へ
そ
の
世
界
は
大
き
く
揺
れ
動
い
た
の
で
あ
る
.
授
業

(
第
三
時
)
の
中
で
は
、
そ
の
揺
れ
は
な
か
な
か
こ
と
ば
に
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
へ
レ
ポ
ー
ト
に
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
過

を
み
て
い
え
る
こ
と
は
'
自
作
詩
「
鏡
」
の
果
た
し
た
大
き
な
役
割
で
あ
る
.

自
作
の
「
鏡
」
の
世
界
を
か
れ
ら
が
持
た
な
い
で
、
高
野
霞
久
雄
の
「
鏡
」
に

ふ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
観
念
性
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
'
き
わ
め
て
皮
相
的
な

段
階
で
'
文
字
所
だ
け
を
な
で
る
よ
う
な
受
容
し
か
期
待
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。4

っ
ぎ
に
、
右
の
こ
と
を
輔
確
認
す
る
意
味
で
、
生
徒
作
品
に
個
別
に
解
説
を

そ
え
て
お
き
た
い
。

①
(
田
上
)

か
の
女
は
、
高
野
の
「
鏡
」
に
「
深
さ
」
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
鏡
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
に
も
悲
し
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
に
き
び

し
い
も
の
だ
ろ
う
か
o
」
と
逆
に
問
い
か
え
す
な
か
で
、
自
分
の
<
鏡
∨
認
識

を
「
神
税
的
」
　
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
世
界
」
と
み
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い

-
O
そ
こ
に
二
つ
の
詩
の
ち
が
い
を
閃
い
て
い
る
。
自
作
詩
の
世
界
が
'
高
野

の
「
鏡
」
の
世
界
を
対
置
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
'

多
か
れ
少
な
か
れ
、
′
す
べ
.
て
の
レ
ポ
ー
ト
に
み
ら
れ
る
持
色
で
あ
っ
た
.

◎
(
沖
-
5
)

1
見
き
わ
め
て
即
調
な
詩
の
よ
う
で
い
て
、
五
例
の
詩
の
中
で
は
、
表
硯
・

手
法
の
点
で
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
.
「
お
っ
さ
ん

」
「
お
ば
ん
」
と
「
紳
士
」
の
二
様
の
人
物
を
<
鏡
V
の
忠
志
は
肢
に
峻
別
す
る
0

だ
が
、
も
と
も
と
<
鏡
V
に
は
意
志
な
ど
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
意
志
が
な
い

の
は
<
鏡
∨
で
は
な
く
、
∧
鏡
>
に
写
さ
れ
た
自
分
で
あ
っ
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
そ
れ
を
「
や
っ
て
来
た
」
「
な
っ
た
」
「
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
の
こ
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と
ば
の
く
り
か
え
し
で
、
淡
々
と
表
現
し
て
い
る
.

ま
た
へ
高
野
の
詩
を
「
そ
れ
に
し
て
も
か
れ
の
詩
は
非
常
に
冷
た
い
感
じ
が

す
る
」
と
い
う
の
も
、
か
れ
の
詩
に
ど
こ
か
明
る
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
を
ふ
ま

え
て
の
印
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
明
る
い
感
じ
は
'
「
お
れ
に
は
お
れ
が
な
い
」

と
い
い
つ
つ
も
'
か
れ
自
身
、
「
紳
士
」
の
群
に
入
る
こ
と
を
按
拒
で
き
る
と

い
う
自
信
め
い
た
も
の
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
か
れ
は
、
毎
日
お
そ
く

ま
で
ポ
ー
ル
を
蹴
っ
て
い
る
サ
ッ
カ
ー
部
の
エ
ー
ス
で
あ
る
.

◎
(
築
藤
)

か
の
女
は
高
野
の
「
鏡
」
を
'
「
自
分
の
行
動
を
邪
臆
す
る
者
」
　
「
敵
」
と

い
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
る
表
現
で
あ
る
が
'
か
の
女
自
身
の
も
っ

て
い
る
「
人
生
観
」
が
の
ぞ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
悲
し
さ
」
と

「
成
長
」
の
相
関
性
を
、
お
そ
ら
-
自
己
の
体
験
的
な
意
味
を
ふ
く
ま
せ
て
述

べ
、
高
野
と
い
う
詩
人
を
「
人
生
に
悲
観
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
P
」
と
批

判
的
に
考
え
て
い
く
。
か
の
女
の
論
述
の
支
柱
は
、
「
鏡
の
中
の
村
手
に
負
け

る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
発
想
で
あ
り
へ
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
<
鏡
V
の
物
理

的
機
能
へ
の
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
る
o
　
〓
加
の
詩
の
解
釈
に
し
か
す
ぎ
な
い

が
、
詩
人
高
野
苗
久
雄
の
特
質
の
よ
う
な
も
の
を
と
ら
え
て
い
る
点
で
は
鋭
ど

い
レ
ポ
ー
ー
で
あ
る
。

④
(
山
川
)

<
鏡
V
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
体
験
の
中
に
も
と
め
て
い
る
点
で
は
◎
の
レ

ポ
ー
ト
と
似
て
い
る
。
お
と
ぎ
話
の
中
で
つ
ち
か
わ
れ
た
<
鏡
∨
認
識
だ
と
い

う
が
、
「
だ
れ
も
気
づ
か
な
い
/
写
し
だ
さ
れ
た
黄
実
」
な
ど
の
詩
句
に
は
、

「
お
と
ぎ
話
の
鏡
は
美
し
い
も
の
」
と
い
う
以
上
に
、
<
鏡
V
の
「
首
衰
」
を

見
ぬ
け
な
い
で
い
る
他
者
へ
の
抑
稔
と
も
う
け
と
れ
る
.

「
や
は
り
プ
ロ
は
ち
が
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
自
作
詩
に
「
訴
え
」
の

稀
薄
な
点
を
認
め
て
の
こ
と
で
あ
る
.
さ
ら
に
「
現
代
社
会
」
の
中
の
「
集
団

と
個
」
の
関
係
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
も
'
お
そ
ら
く
か
の
女
自

身
の
、
硯
実
に
か
か
え
て
い
る
問
題
意
識
が
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑤
(
鐙
本
)

ク
ラ
ス
随
一
の
博
識
家
で
と
お
っ
て
い
る
か
れ
に
ふ
さ
わ
し
-
、
ピ
ア
ス
の

「
悪
魔
の
辞
典
」
か
ら
<
人
間
V
の
項
を
柱
と
し
て
そ
え
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
O
詩
の
中
で
も
、
行
を
空
け
て
の
R
M
後
の
一
行
「
そ
し
て
彼
は
鏡
を
割
っ

た
」
で
'
イ
メ
ー
ジ
の
逆
転
を
ね
ら
っ
て
い
る
.
そ
れ
ま
で
し
っ
よ
う
に
く
り

か
え
さ
れ
て
き
た
こ
と
I
「
本
当
の
自
分
」
　
「
完
蛇
な
世
界
」
　
「
自
分
だ
け
の

世
界
」
-
が
'
こ
こ
で
破
壊
の
対
象
と
し
て
つ
よ
く
さ
ら
に
印
象
づ
け
ら
れ
る

と
い
う
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

分
析
の
項
で
は
、
高
野
の
「
鏡
」
の
解
釈
に
終
始
し
て
い
て
'
そ
れ
も
か
な
　
9
2

ら
ず
L
も
討
皇
占
い
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
文
意
の
表
に
、
対
象
を
と
　
I

ら
え
よ
う
と
し
て
模
索
し
て
い
る
か
れ
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
、
そ
れ
を
わ
た

し
は
好
意
的
に
う
け
と
め
た
い
と
思
う
。

5

以
上
五
詔
の
レ
ポ
I
-
の
総
評
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
自
作
の
詩
に
見
ら

れ
る
<
鏡
V
へ
の
自
己
認
識
を
た
え
ず
一
方
の
核
に
す
え
て
い
た
こ
と
が
、
高

野
着
久
雄
の
詩
「
鏡
」
を
受
容
し
て
い
く
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0
　
「
鏡
」
へ
の
問
題
意
識
を
は
り
お
こ
し
た
と
い
う
だ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

け
で
な
く
、
自
作
詩
「
鏡
」
と
高
野
の
詩
「
鏡
」
と
の
質
的
距
離
を
実
感
と
し

て
う
け
と
め
え
た
こ
と
で
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
同
一
の
題
、
同

I
の
行
数
と
い
う
制
約
の
中
で
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
詩
作
し
た
生
徒
た
ち
で
満
っ

た
が
'
高
野
の
「
鏡
」
と
の
質
的
距
離
を
な
お
感
じ
、
そ
れ
を
う
ず
め
よ
う
と



す
る
模
索
が
レ
ポ
ー
ト
の
位
置
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
レ
ポ
ー
ト
は
結
果
の
報

告
で
は
な
く
'
過
程
の
校
索
が
よ
り
よ
-
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
を
も
っ

て
い
る
。

推
i
J
た
ち
p
は
^
4
'
C
j
両
川
に
チ
'
.
C
-
<
∵
ご
三
'
)
'
蝣
蝣
-
'
l
-
+
.
;
'
・
}
'

蝣
'
.
汁
の
,
輿
i
;
h
c
J
み
て

い
る
と
二
岩
の
現
代
詩
に
し
か
す
ぎ
な
い
「
鏡
」
と
い
う
詩
の
可
能
性
に
は
、

わ
た
し
の
予
想
を
超
え
る
も
の
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
高
野
の
詩

「
鏡
」
は
比
倫
的
に
い
う
と
、
生
徒
個
々
の
現
実
認
識
を
写
し
だ
す
'
字
藁
ど

お
り
の
、
ま
さ
に
<
鏡
V
の
機
能
を
果
た
し
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
O

五
現
代
詩
教
育
の
可
能
性

わ
た
し
の
扱
っ
た
の
ほ
ほ
ん
の
数
符
の
現
代
詩
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
へ

「
鏡
」
(
高
野
看
久
雄
)
を
の
ぞ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
っ
と
触
れ
た
と
い
う

程
度
の
か
る
い
扱
い
で
あ
っ
た
o
そ
の
試
み
の
中
か
ら
'
現
代
詩
教
育
の
可
能

性
を
展
望
す
る
こ
と
な
ど
'
と
う
て
い
で
き
な
い
と
思
う
が
、
扱
っ
て
い
る
中

で
考
え
た
こ
と
の
い
-
つ
か
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
試
み
の
ま
と
め

混
代
え
た
く
思
う
0

日
現
代
詩
の
教
材
性

現
代
詩
の
教
材
化
に
際
し
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
観
念
的
、
抽

象
的
性
格
で
あ
る
.
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
性
格
は
、
近
代
詩
T
殻
と
比
較
し

て
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
る
べ
き
ア
ポ
-
ア
と
さ
れ
て

き
た
の
に
対
し
'
わ
た
し
は
ま
ず
疑
問
に
思
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
試
み
の
中
で

は
、
そ
の
性
格
を
む
し
ろ
授
業
の
中
核
に
す
え
よ
う
と
企
図
し
た
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
わ
か
り
や
す
い
詩
」
に
食
似
ぎ
み
だ
と
い
う

生
徒
た
ち
に
提
示
し
た
現
代
詩
数
岩
は
'
「
わ
か
り
に
く
い
詩
」
と
い
う
だ
け

で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
興
味
を
ひ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
わ
か
り
に
-
い
詩
」
　
を

「
わ
か
ろ
う
」
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
こ
の
授
業
の
動
械
づ
け
と
な
っ
た
o

そ
し
て
、
現
代
詩
教
材
の
観
念
性
へ
抽
象
性
は
、
そ
の
特
質
を
あ
る
て
い
ど

生
か
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
O
そ
こ
で
、
認
識
論
が
<
対
∨
概
念
と
し
て
い

る
「
具
象
」
と
「
抽
象
」
の
関
係
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
o
詩
が
抽
象
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
生
徒
た
ち
が
そ
の
中
に
自
己
の
具
体
的
な
体
験
か
ら

生
ま
れ
る
'
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
一
つ
の
仮
説
を
ひ
き
だ
せ
た
よ
う
に
思
う
。

脚
　
現
代
詩
教
材
と
生
徒
の
位
相

こ
の
授
業
の
前
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
詩
の
授
業
」
　
へ
の
印
象
を
生
徒
に
き
い

て
み
た
o
　
「
詩
な
ん
て
解
釈
で
き
る
も
の
な
ん
で
す
か
。
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
の
問

題
で
し
ょ
う
。
」
と
あ
る
女
生
徒
が
答
え
た
の
は
ズ
シ
ン
と
き
た
.
こ
の
こ
と
ば

に
は
,
か
の
女
の
偏
見
も
交
っ
て
い
よ
う
が
'
「
詩
の
授
業
」
が
知
的
理
解
の
解

釈
中
心
に
傾
い
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
暗
に
不
精
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
'

こ
の
授
業
の
中
で
も
、
わ
た
し
は
生
徒
た
ち
に
「
ど
う
解
釈
す
る
の
か
」
を
も

と
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
わ
だ
ち
を
ふ
み
な
お
し
た
に
す
ぎ
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
じ
生
徒
が
レ
ポ
ー
ト
凝
出
の
時
へ
　
「
み
ん
な
の
解
釈
は
お
も
し

ろ
か
っ
た
。
わ
た
し
の
は
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
が
-
-
。
」
と
述
べ
て
-
れ
た
の

に
少
し
希
望
を
も
っ
た
。
と
す
る
と
'
詩
の
解
釈
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
っ
た

と
い
う
よ
り
、
詩
の
解
釈
が
教
師
の
指
導
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い

た
こ
と
に
'
む
し
ろ
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
と
関
連
し
て
、
生
徒
の
解
釈
に
対
す
る
判
断
の
根
拠
を
ど
こ
に
お
く
の

か
と
い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。
ど
の
t
つ
の
解
釈
を
と
っ
て
も
'
当
の
生
徒
た
ち
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に
は
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
解
釈
の
判
断

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
正
否
性
に
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
が
深
い

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

か
浅
い
か
と
い
う
深
浅
性
に
お
か
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
し
か
も
,
そ
れ
を
生

徒
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
感
性
、
理
性
に
て
ら
し
て
,
授
業
の
　
で
実
感
と
し
て

認
識
で
き
れ
ば
理
想
的
で
あ
ろ
う
。

川
　
川
代
　
　
L
j
'
-
^
i
S
C
位
川

授
業
の
中
で
直
接
に
、
ま
た
レ
ポ
1
-
を
と
お
し
て
間
接
的
に
生
徒
た
ち
の

「
解
釈
」
を
聞
き
'
読
み
す
る
な
か
で
、
〓
品
の
詩
に
つ
い
て
す
ら
・
わ
た
し

一
人
の
感
覚
で
は
と
う
て
い
と
ら
え
き
れ
な
い
だ
け
の
深
さ
と
多
様
他
を
も
っ

た
「
解
釈
」
と
出
会
っ
た
O
こ
の
福
を
ど
う
処
理
し
て
よ
い
の
か
,
正
些
占
っ

て
迷
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
へ
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
評
価
に
し
て

も
へ
　
こ
の
類
の
レ
ポ
ー
ト
は
'
性
格
上
わ
た
し
に
は
評
価
し
き
れ
な
い
も
の
と

す
る
し
か
な
か
っ
た
。
安
易
に
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
を
し
た
く
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
o
生
徒
7
人
「
人
と
同
じ
よ
う
に
,
わ
た
し
も
ま
た
一
人
分
の
感
光

し
か
持
ち
え
て
い
ず
、
1
啓
の
ポ
エ
ジ
ー
を
し
か
そ
の
詩
に
つ
い
て
感
じ
え
な

い
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
四
〇
名
の
生
徒
に
対
し
、
わ
た

し
た
ち
は
'
四
1
人
日
の
「
解
釈
」
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
四
〇
名
の
「
解
釈
」
を
保
証
し
て
い
く
に
は
、

む
し
ろ
わ
た
し
た
ち
の
「
解
釈
」
を
極
力
お
さ
え
て
い
く
ほ
う
が
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
o
詩
の
教
育
と
い
う
の
は
'
「
詩
を
教
え
る
」
こ
と
で
は
な

く
、
「
詩
を
扱
う
」
と
い
っ
た
軽
い
意
識
で
対
処
す
る
ほ
う
が
、
無
理
の
生
じ

な
い
授
業
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
等
々
を
感
想
と
し
て
持
っ
た
o

川
近
代
詩
教
育
と
の
接
点

詩
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
き
り
ひ
ろ
げ
さ
せ
、
伯
の
生
徒
と
の
つ
き

合
わ
せ
を
す
る
中
で
そ
れ
を
し
ぼ
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
で
進
め
た
こ
の
試
み

で
は
、
「
作
者
」
の
問
題
に
敢
え
て
ふ
れ
な
か
っ
た
。
方
法
的
に
は
「
分
析
批

評
」
.
の
立
松
に
似
て
い
る
。

近
代
詩
の
主
流
は
主
情
的
な
詩
に
あ
り
、
作
者
で
あ
る
詩
人
像
を
と
ら
え
さ

せ
る
こ
と
が
大
き
な
比
重
を
も
つ
の
に
対
し
、
現
代
詩
の
多
く
は
、
作
者
橡
が

と
ら
え
に
く
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
'
わ
た
し
自
身
'
当
の
現
代
詩

人
に
つ
い
て
「
略
歴
」
以
上
の
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
作
品
の
性

格
が
行
情
を
抑
え
た
主
知
的
な
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
も
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、
か
な
り
の
生
徒
が
、
詩
人
高
野
亭
久
雄
に

ふ
れ
て
い
た
の
を
考
え
る
と
、
は
じ
め
か
ら
作
者
に
迫
ら
せ
て
み
る
方
法
も
'

今
後
考
え
ら
れ
る
と
思
っ
た
。
そ
こ
に
、
近
代
詩
教
育
と
の
接
点
も
生
ま
れ
て

く
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
未
知
の
詩
人
で
あ
る

現
代
詩
作
者
位
を
、
詩
作
品
か
ら
つ
く
り
あ
げ
て
み
る
の
も
興
味
ぶ
か
い
と
思

わ
れ
る
。

ま
た
'
現
代
詩
は
い
う
ま
で
も
な
く
わ
た
し
た
ち
の
同
時
代
の
詩
作
品
で
あ

る
L
t
　
そ
の
同
時
代
の
感
覚
を
よ
り
鮮
明
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
対
比
の
視

点
で
近
代
詩
を
扱
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

川
　
細
印
-
*
^
-
-
*
'
上
ハ

文
学
の
授
業
は
周
到
な
教
材
研
究
と
扱
密
な
授
業
案
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ

る
も
の
だ
と
い
う
通
念
に
異
論
は
な
い
.
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
が
、
今
回
の

試
み
で
は
こ
の
鉄
則
を
は
じ
め
か
ら
破
っ
て
い
た
o
現
代
詩
が
ど
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
る
か
、
と
い
う
関
心
が
先
行
し
た
た
め
で
も
あ
っ
た
が
'
実
際
に
'
ど
の
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詩
を
教
材
化
す
る
か
と
い
う
教
材
選
定
に
腐
心
し
た
の
が
、
準
備
の
す
べ
て
で

R
H
K
I

生
徒
の
受
け
と
め
方
に
よ
っ
て
'
授
業
の
内
容
'
方
法
を
柔
軟
に
変
え
て
い

く
つ
も
り
で
あ
っ
た
O
そ
の
た
め
へ
授
業
中
は
ず
い
分
と
崇
張
さ
せ
ら
れ
た
。

レ
ポ
ー
ト
提
出
も
'
当
初
の
予
定
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
授
業
の
流
れ
は
き
わ
め
て
不
確
か
な
も
の
で
、
反
省
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
が
、
授
業
の
内
容
、
方
法
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
準
備
し
っ
く
し
て
の
ぞ

ん
だ
場
合
、
こ
れ
ほ
ど
の
多
様
な
「
解
釈
」
が
保
証
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
'
と

逆
に
考
え
て
み
る
と
'
こ
れ
も
r
つ
の
授
業
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。い

ず
れ
の
方
法
を
と
る
に
せ
よ
'
詩
の
授
業
で
何
を
ね
ら
う
の
か
へ
　
そ
の
ね

ら
い
が
指
導
方
法
を
決
定
す
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
試
み
は

そ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
現
代
詩
の
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
実

践
を
重
ね
て
か
ら
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
。

お
わ
リ
に

高
校
「
現
代
国
語
」
で
、
逗
巡
さ
れ
な
が
ら
も
し
だ
い
に
教
材
化
さ
れ
つ
つ

あ
る
「
現
代
詩
」
を
'
中
学
三
年
に
ひ
き
さ
げ
て
試
み
た
今
回
の
実
践
に
は
'

わ
た
し
の
気
づ
か
な
い
で
い
る
問
題
も
伏
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
O
そ
れ

を
抑
う
意
味
で
も
'
さ
ら
に
こ
の
試
み
を
深
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。

つ
づ
く
試
案
と
し
て
'
中
学
二
年
'
7
年
と
学
年
を
下
げ
て
い
く
実
践
と
、

高
校
で
の
実
践
を
予
定
し
て
い
る
.
 
0

<
付
記
∨
本
稿
は
、
昭
和
四
八
年
度
広
島
大
学
教
育
学
部
光
某
会
研
究
大
会

(
昭
和
四
八
・
八
・
十
T
)
で
報
告
し
た
風
「
現
代
詩
」
の
授
業
二
つ
の
試

み
　
-
　
高
野
喜
久
雄
「
鏡
」
を
中
心
に
　
-
　
V
を
、
改
題
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
.
 
(
昭
和
四
九
・
七
・
二
〇
稿
)

(
広
島
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
教
諭
)
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