
出
　
あ
　
い
　
を
　
求
　
め
　
て

-
　
詩
の
授
業
　
の
場
合

は
じ
め
に

出
あ
い
が
そ
の
人
の
1
生
を
決
定
づ
け
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
国
語
教
室

に
お
い
て
も
'
ど
う
い
う
作
品
に
出
あ
う
か
、
そ
こ
で
何
を
感
じ
と
り
、
よ
み

と
る
か
て
、
以
後
の
国
語
学
習
が
往
々
に
し
て
壮
定
さ
れ
る
。
し
か
し
'
1
般

に
'
国
語
の
学
習
指
導
に
お
い
て
'
そ
う
い
う
出
あ
い
の
黍
要
性
に
つ
い
て
は

認
め
な
が
ら
も
、
そ
し
て
出
あ
い
に
つ
い
て
の
配
慮
は
し
な
が
ら
も
'
総
じ

て
'
な
お
ざ
り
に
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
回
の
試
み
は
'
そ
う
い
っ
た
出
あ
い
の
意
味
、
特
に
、
感
動
が
軸
と
な
る

詩
の
学
科
に
お
け
る
出
あ
い
の
意
味
を
、
高
校
二
年
生
の
詩
の
授
業
に
例
を
と

っ
て
、
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
例
と
し
て
と
っ
た
高
校
二
年
生
の
授
業
は
'
「
詩
と
の
出
あ
い
」
と
秘

す
る
年
間
の
最
初
の
単
元
-
昭
和
5
3
年
4
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
の
計
1

四
時
間
の
授
業
-
の
記
録
を
も
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
)

一
出
あ
い
の
意
味

一
口
に
出
あ
い
と
い
っ
て
も
'
そ
の
内
包
す
る
意
味
内
容
は
、
一
様
で
は
な

い
。
『
動
詞
人
間
学
』
　
(
作
田
啓
1
他
著
、
昭
和
5
0
年
9
月
2
8
日
'
講
談
社
現

代
新
書
)
の
「
あ
う
」
の
項
(
橋
本
蜂
雄
稿
)
に
よ
る
と
、
「
あ
う
」
に
、
「

大
　
　
田
　
　
勝
　
　
司

合
う
」
　
「
和
う
」
　
「
嫁
う
」
　
「
会
う
」
　
「
遇
う
」
　
「
闘
う
」
　
と
い
う
語
を
あ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
あ
い
を
考
察
し
て
い
る
。

①
「
あ
う
L
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
「
あ
う
」
は
「
合
う
」
で
あ

る
。
物
と
物
が
合
う
、
人
と
人
が
合
う
と
は
、
同
一
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
(
一
〇
ペ
)

①
「
あ
う
」
は
「
会
う
」
で
あ
り
「
遇
う
」
で
あ
る
o
　
「
遇
う
」
と
は
偶
然

に
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
に
は
'
「
あ
う
」
こ
と
に
お
け
る
偶
然
性

の
意
識
が
と
-
に
強
い
.
日
本
語
の
「
あ
う
」
の
基
本
は
こ
の
「
遇
う
」

で
あ
ろ
う
。
「
出
あ
い
」
の
偶
然
性
へ
の
意
識
'
お
よ
び
そ
れ
へ
の
努
き

で
あ
る
.
(
7
一
ペ
)

①
「
あ
う
」
は
ま
た
「
闘
う
」
で
あ
る
。
意
味
の
蛮
い
偶
然
を
述
人
間
と
い
う

が
'
運
命
と
は
た
た
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
　
(
I
一
べ
)

右
の
0
-
③
の
考
察
に
は
柑
る
も
の
が
大
き
い
O
　
確
か
に
教
育
は
'
あ
る
1

定
の
目
標
へ
　
内
容
に
基
づ
い
て
'
計
画
的
に
、
必
然
性
を
求
め
て
為
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
る
が
'
1
つ
1
つ
の
授
業
は
'
起
伏
に
富
ん
だ
ド
ラ
マ
ー
意
外
性
に

満
ち
た
営
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
'
授
業
に
お

け
る
出
遇
い
-
「
出
あ
い
」
の
偶
然
性
へ
の
意
識
'
お
よ
び
そ
れ
へ
の
驚
き
I

が
当
然
要
求
さ
れ
る
L
t
　
ま
た
へ
　
そ
の
新
鮮
な
驚
き
を
脱
介
と
し
て
、
他
者
と

の
同
1
化
-
他
者
と
し
て
の
言
語
作
品
に
対
す
る
共
感
等
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら

129



に
は
、
意
味
の
重
い
偶
然
(
運
命
)
と
の
た
た
き
あ
い
の
な
か
で
'
自
己
の
精

神
の
変
容
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
出
あ
い
の
意
味
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
'
検
討
し
た
う
え

で
、
豊
か
な
実
り
の
多
い
国
語
教
室
を
創
造
し
、
狂
待
し
て
い
-
こ
と
こ
そ

が
'
ま
さ
に
1
つ
の
大
き
な
課
題
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〓
　
事
前
訊
査
か
ら

1
　
調
査
日
的

授
業
を
構
築
す
る
前
に
、
生
徒
の
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
、
出
あ
い
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
校
二
年
生
と
も
な
る

と
'
生
徒
は
'
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
形
で
'
詩
と
い
う
形
態
に
は
触
れ
て
き
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
ふ
れ
あ
い
が
'
単
な
る
接
触
'
受
動
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
'
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
出
あ
い
と
な
り
え

て
い
た
の
か
、
自
己
の
精
神
の
1
部
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
き
た
か
ど
う
か

に
よ
っ
て
'
以
後
の
茂
美
展
開
が
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

り
】
　
調
・
S
=
S
!
‖

調
査
の
題
目
は
'
「
紐
文
(
詩
、
短
歌
、
俳
句
)
と
の
出
あ
い
と
そ
の
享
受

」
と
し
'
具
体
的
な
作
品
名
、
作
者
名
も
あ
わ
せ
て
記
述
さ
せ
た
。
詩
の
み
に

限
ら
ず
'
「
親
文
と
の
出
あ
い
と
そ
の
享
受
」
と
し
た
の
は
、
詩
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

3
　
謂
T
*
*
-
>
」
2
-
-

ほ
ぼ
予
測
し
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
'
授
業
の
な
か
で
'
詩
、
短

歌
、
俳
句
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
学
習
は
し
て
き
て
い
る
が
'
そ
れ
ほ
ど
強
-

印
象
に
は
残
ら
な
か
っ
た
'
ま
た
へ
　
授
業
外
で
、
積
極
的
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て

鑑
質
し
た
り
創
作
し
た
り
し
て
い
る
と
い
.
う
姿
勢
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
別
に
い
え
ば
、
俳
句
よ
り
も
短
歌
へ
　
短
歌
よ
り
も

詩
と
い
う
こ
と
で
、
詩
に
対
し
て
よ
り
弧
-
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
へ
　
山
あ
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

以
下
へ
特
に
詩
に
間
し
て
、
そ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
-
描

介
し
て
お
き
た
い
o
　
ま
ず
、
詩
に
対
し
て
あ
ま
り
な
じ
め
な
い
と
い
う
点
は
'

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

-
0
+
つ
十
つ
の
こ
と
ば
は
む
す
か
し
-
な
い
・
が
f
I
全
体
の
意
図
が
と
ら
え
に
-

_
>

。
ま
わ
り
-
ど
い
表
現
が
し
て
あ
る
の
で
と
け
こ
ん
で
い
け
な
い
.

.
な
に
げ
な
い
こ
と
ば
の
背
後
に
あ
る
心
情
が
つ
か
み
に
-
い
。

.
深
く
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
わ
か
り
に
く
く
な
り
、
と
ら
え
ど
こ
ろ

が
な
い
。

.
情
報
　
心
情
を
こ
と
ば
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

次
に
、
詩
の
親
し
み
や
す
さ
へ
　
よ
さ
と
い
う
点
で
は
'
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
げ
ら
れ
た
。

.
心
情
的
に
共
鳴
で
き
る
点
が
あ
る
。

o
音
楽
的
な
リ
ズ
ム
に
快
さ
を
感
じ
る
。

。
短
い
わ
り
に
は
印
象
が
強
く
心
に
残
り
や
す
い
O
_

〇
む
だ
の
な
さ
が
よ
い
。

。
素
朴
で
純
粋
な
も
の
に
は
感
動
す
る
。

。
読
む
と
心
が
安
ま
る
も
の
は
よ
い
。

ま
た
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
詩
人
へ
　
詩
作
晶
と
し
て
は
'
高
村
光
太
郎
の

詩
、
特
に
「
道
程
」
が
多
か
つ
た
が
、
ほ
か
に
は
、
三
好
達
治
、
中
原
中
也
へ
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ヘ
ッ
セ
な
ど
を
三
人
程
度
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
'
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
'
や
は
り
詩
と
い
う
独
特
の
表
現
形
式
に
対
す

る
抵
抗
の
ほ
う
が
強
-
、
そ
の
美
し
さ
、
す
ば
ら
し
さ
を
感
得
で
き
た
へ
　
つ
ま

り
、
出
あ
い
が
そ
こ
で
あ
っ
た
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

以
下
の
授
業
の
展
開
と
し
て
は
'
生
徒
の
詩
に
対
す
る
拒
否
的
反
応
を
い
か
に

和
ら
げ
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
出
あ
い
を
さ
せ
る
か
へ
ま
た
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
き
っ
か
け
を
つ
か
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
こ
と
が
ら
に
な
っ

た
。

三
　
「
詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
」
教
材
論

使
用
教
科
苔
「
現
代
国
語
二
新
修
版
」
　
(
明
治
書
院
)
の
詩
華
北
は
次
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

3

　

詩

・
秋
の
祈
り

竹犬
吠
岬
旅
情
の
う
た

"
-
-
r
-
-
 
'

性
癖
　
&
X

旅
程
幻
想
(
作
品
第
三
五
六
番
)
I
I
-
-
-
-
-
‥
宮
沢
　
賢
治

詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ

和
巳

最
初
の
五
作
品
は
い
ず
れ
も
詩
作
品
で
あ
る
が
、
長
径
の
「
詩
人
と
の
出
会

い
と
別
れ
」
　
(
高
橋
和
巳
)
は
評
論
で
あ
る
o
 
l
般
に
、
ジ
ャ
ン
ル
単
花
と
し

て
の
詩
単
元
の
梢
戊
は
、
詩
作
晶
の
み
か
、
詩
作
晶
プ
ラ
ス
詩
の
鑑
賞
の
仕

方
、
味
わ
い
方
と
い
っ
た
類
の
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
'
こ
の
「
詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
」
は
異
質
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
'

筆
者
高
橋
和
巳
な
り
の
詩
の
鑑
賞
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
重

点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
三
好
達
治
と
い
う
詩
人
に
い
か
に
出
会
い
,
訣
別
し

た
か
と
い
う
自
己
と
詩
と
の
精
神
的
な
か
か
わ
り
か
た
に
中
心
が
お
か
れ
て
い

る
。

華
々
し
く
美
し
く
、
し
か
も
不
安
な
道
I
o
　
そ
こ
に
は
'
何
物
に
も

代
替
し
得
な
い
、
し
か
も
無
償
の
激
昂
が
あ
り
へ
　
し
か
も
徹
底
的
な
徒
労

の
人
生
に
人
を
誘
い
込
み
そ
う
な
叙
情
が
あ
っ
た
。
言
葉
の
わ
ず
か
な
連

な
り
と
リ
ズ
ム
が
な
ぜ
'
人
に
全
-
別
な
世
界
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す

る
の
か
。
そ
れ
は
い
ま
だ
に
解
け
そ
う
に
な
い
謎
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'

そ
の
と
き
に
感
じ
た
不
安
な
感
情
の
た
か
ぶ
り
が
'
恐
ら
-
わ
た
し
の
文

学
体
験
の
最
初
に
屈
す
る
。

右
の
1
節
は
、
三
好
連
治
「
乳
母
車
」
に
出
あ
っ
た
時
の
高
橋
和
巳
の
感
慨

で
あ
る
が
'
詩
に
対
す
る
生
徒
の
異
和
感
を
考
膳
に
入
れ
た
場
合
、
人
生
の
過

程
に
お
い
て
'
詩
と
い
う
も
の
が
果
た
す
大
き
な
役
割
を
ま
ざ
ま
ざ
と
7
叫
せ
て

く
れ
る
こ
の
よ
う
な
教
材
は
、
決
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

生
徒
に
と
っ
て
'
こ
の
教
材
に
触
発
さ
れ
へ
口
分
な
り
の
詩
と
の
は
あ
い
を

模
索
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
な
ら
'
そ
れ
な
り
の
効
果
を
も
っ
た
と
い
え

る
。
た
だ
し
へ
　
こ
の
教
材
の
場
合
'
右
の
1
節
に
も
そ
の
1
端
が
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
、
か
な
り
観
念
的
な
論
調
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
な
り
の
詩

観
を
な
ん
ら
か
の
形
で
も
っ
て
い
る
生
徒
で
あ
れ
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
事
前
調
査

に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
な
意
識
の
段
階
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
の
観
念
の
世
界

そ
の
も
の
に
対
し
て
難
択
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
危
快
が
も
た
れ
る
。
事
実
へ
授

業
と
し
て
こ
の
教
材
を
扱
っ
た
際
は
、
文
章
内
容
の
把
也
に
手
間
取
り
'
内
面

的
な
啓
発
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
へ
私
自
身
の
授
業
方
法
の
問
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題
も
あ
ろ
う
が
'
積
極
的
に
詩
を
受
け
と
め
て
い
こ
う
と
す
る
そ
の
第
一
歩
に

あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
生
徒
を
対
象
に
し
た
場
合
へ
　
こ
の
教
材
と
同
じ
質
の
高

さ
は
も
ち
な
が
ら
も
、
も
っ
と
平
易
な
詩
と
の
出
あ
い
論
が
選
択
さ
れ
る
べ
き

だ
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
へ
　
『
詩
へ
の
架
橋
』
　
(
大
岡
信
著
、
昭
和
5
2
年

6
月
1
0
日
、
岩
波
新
書
)
に
み
ら
れ
る
詩
と
の
出
あ
い
の
あ
り
さ
ま
は
'
教
材

と
し
て
十
分
な
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
「
空
間
」
　
(
草
野
心
平
)
、

「
祈
ユ
ー
(
中
原
中
也
)
-
に
対
す
る
著
者
の
受
け
と
め
か
た
は
E
I
詩
の
す
ば
ら

し
さ
を
感
得
さ
せ
て
く
れ
る
(
同
上
書
へ
九
八
～
1
0
1
.
へ
参
照
)
。
ま
た
へ

『
言
葉
な
き
歌
』
　
(
中
村
稔
著
、
昭
和
4
8
年
1
月
1
0
日
、
角
川
書
店
)
で
は
'

中
原
中
也
と
の
出
あ
い
が
語
ら
れ
'
特
に
冒
頭
の
「
春
日
幻
想
」
に
出
あ
っ
た

時
の
文
章
は
印
象
探
い
。

こ
れ
ら
の
出
あ
い
論
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
感
動
を
与
え
、
ま
た

自
己
の
詩
と
の
出
あ
い
を
形
成
す
る
の
に
果
た
す
役
割
が
大
き
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
'
こ
れ
ら
の
教
材
群
を
発
掘
し
て
い
-
の
も
必
要

な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
O

四
　
教
材
と
し
て
の
詩
作
品

詩
と
の
出
あ
い
が
成
立
す
る
た
め
に
は
t
や
ほ
り
何
と
い
っ
て
も
、
詩
作
品

そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
味
わ
い
'
そ
こ
か
ら
自
分
自
身
の
精
神
の
あ
り
か
た

と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
-
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
面

が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
t
 
l
編
の
詩
作
晶
を
十
分
に
鑑
賞
さ
せ

る
と
い
う
手
立
て
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
w
に
さ
ま
ざ
ま
i
i
r
<
%
^
i
さ
れ
へ
　
蝣
r
'
・
j
L
」
な

成
果
を
あ
げ
て
い
て
,
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
。
な
か
で
も
,
晶
腎
代
詩

の
授
業
』
　
(
足
立
悦
男
著
、
昭
和
5
3
年
1
1
月
1
0
日
へ
文
化
評
論
出
版
)
に
お
い

て
は
'
戦
後
の
現
代
詩
を
教
材
化
し
'
生
徒
の
詩
へ
の
間
心
・
興
味
を
掘
り
起

こ
し
た
意
欲
的
な
試
み
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
l
編
の
詩
を
深
-
掘
り
さ
げ
、
1
つ
一
つ
の
こ
と
ば
に
対
決

し
て
い
き
'
そ
れ
を
ク
ラ
ス
全
員
に
浸
透
さ
せ
て
い
-
と
い
う
方
法
も
意
味
あ

る
こ
と
で
あ
る
が
'
生
徒
一
人
一
人
に
個
性
が
あ
る
と
い
う
教
室
の
実
態
を
考

必
た
場
合
1
割
要
司
暫
な
傾
向
を
:
!
・
*
?
っ
た
作
品
群
を
I
-
S
"
見
る
A
J
い
~
引
方
法
~
む
考

え
ら
れ
る
。
新
鮮
な
煎
き
、
最
初
の
出
あ
い
を
大
切
に
す
る
な
ら
ば
、
生
徒
に

と
っ
て
、
あ
る
程
度
選
択
の
余
地
が
与
え
ら
れ
る
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
も
い
え

る
。
そ
の
場
合
へ
　
ど
う
い
う
作
品
群
を
教
材
と
し
て
準
備
す
る
か
が
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
が
、
今
回
の
授
業
で
は
、
過
去
の
実
践
の
な
か
で
、
生
徒
た
ち

が
感
緒
を
し
、
詩
と
の
出
あ
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
を
中
心
に
構
成

し
て
み
た
。

先
に
あ
げ
た
使
用
教
科
書
の
場
合
は
'
大
正
期
の
詩
を
描
け
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
'
事
前
調
査
か
ら
今
一
つ
生
徒
の
内
面
に
肉
薄
す
る
に
は
不
十
分
だ
と

考
え
へ
自
主
教
材
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

次
に
そ
の
作
品
を
あ
げ
る
(
紙
面
の
間
係
上
、
題
目
と
詩
人
名
の
み
掲
げ

る)O
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人
形

自
然
に
、
充
分
自
然
に

も
し
言
葉
が

兵
士
の
告
白

八
木
　
重
吉

伊
東
　
静
雄

石
垣
　
り
ん

谷
川
俊
太
郎

谷
川
俊
太
郎

谷
川
俊
太
郎

五
　
深
ま
り
を
求
め
C

教
材
と
し
て
の
詩
作
品
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
詩
と
の
出
あ
い
を
考
え
た
場

合
に
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
出
あ
い
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
'
ま

ず
最
初
の
段
階
に
お
い
て
何
ら
か
の
問
題
意
識
'
学
習
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と

が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
'
最
初
の
出
あ
い
を
大
切
に
し
た
い
。

そ
し
て
、
そ
の
最
初
の
出
あ
い
で
、
す
べ
て
を
見
通
す
こ
と
へ
　
す
な
わ
ち
詩
の

性
界
の
な
か
に
自
分
自
身
を
投
影
で
き
る
生
徒
も
中
に
は
い
る
。
し
か
し
、
一

般
に
、
最
初
の
段
階
で
は
、
何
ら
か
の
感
動
が
お
こ
っ
た
に
し
て
も
二
日
己
の

精
神
と
か
か
わ
り
あ
わ
せ
て
詩
を
受
け
と
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ

で
、
最
初
の
出
あ
い
を
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
せ
、
ど
の
よ
う
に
深
め
て
い
-
か

が
大
き
な
課
題
と
な
る
。

今
回
の
授
業
で
は
、
次
の
よ
う
な
展
開
を
と
っ
た
O

∧
-
>

プ
批
ソ
ト
の
1
1
細
の
詩
の
な
か
か
ら
'
心
に
鋭
-
せ
ま
っ
て
き
た
詩
、
心
を

ゆ
さ
ぶ
っ
た
詩
を
1
編
選
び
'
そ
の
詩
を
朗
読
す
る
と
と
も
に
'
印
象
を
発
表

s
a
g

<
-
>

∧
I
V
の
感
想
を
プ
リ
ン
ト
に
L
t
　
発
表
者
自
身
の
訂
正
・
補
足
を
加
え
た

う
え
で
'
プ
リ
ン
-
の
感
想
に
対
し
て
'
他
の
者
の
質
疑
・
意
見
・
感
想
を
発

表
す
る
。

感
想
プ
リ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
感
想
発
表
者
は
'
計
1
9
名
で
'
一

編
の
詩
に
つ
い
て
二
名
以
上
と
り
あ
げ
た
も
の
が
多
い
が
'
こ
こ
で
は
'
各
一

名
の
感
想
を
掲
げ
る
。
な
お
、
こ
の
感
想
プ
リ
ン
ト
は
、
口
頭
で
な
さ
れ
た
も

の
を
授
業
者
が
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
)
0

「
初
恋
」
島
崎
藤
村

.
高
一
『
徒
然
草
研
究
』
で
の
批
判
(
北
川
冬
彦
「
詩
の
話
」
)
に
対
す
る

反
発

。
明
治
時
代
の
情
緒
が
感
じ
ら
れ
る

0
-
ズ
ム
が
き
れ
い
だ

「
地
面
の
底
の
病
気
の
顔
」
萩
原
朔
太
郎

。
初
め
は
島
崎
藤
村
の
詩
に
ひ
か
れ
て
い
た
が
(
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
)
'

あ
と
に
な
っ
て
萩
原
朔
太
郎
の
詩
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。
病
的
な
官
能
(
生
理
的
病
的
な
感
情
)
が
み
ら
れ
る

。
「
あ
ら
は
れ
」
　
「
萌
え
そ
め
」
な
ど
中
途
半
端
な
と
め
方
(
断
定
で
は
な

い
)
が
さ
れ
へ
　
気
持
ち
の
悪
さ
を
増
幅
し
て
い
る

。
「
う
ら
う
ら
革
」
　
「
ね
ず
み
」
な
ど
の
こ
と
ば
の
使
い
方
か
ら
も
気
持
ち

の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る

「
革
に
寝
て
-
-
」
立
原
道
造

。
草
に
ね
こ
ろ
ん
で
広
い
感
じ
を
い
だ
か
せ
る

。
美
し
い
感
じ

o
最
初
は
1
人
の
感
じ
だ
っ
た
が
'
「
私
た
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使
わ
れ
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方
が
お
も
し
ろ
い

o
こ
の
詩
か
ら
は
春
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
の
に
'
「
六
月
の
或
る
日
昨
日

に
」
か
ら
は
梅
雨
を
想
像
す
る

「
政
朕
と
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
た
い
」
八
木
重
吉

D
　
「
絞
牧
と
」
と
い
う
こ
と
ば
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
　
(
白
く
'
清
ら
か

で
、
無
心
な
感
じ
)

o
す
み
わ
た
っ
た
日
と
い
う
感
じ
が
目
の
前
に
う
か
ん
で
-
る
よ
う
だ

れ
ら
れ
な
い

「
は
る
」
谷
川
俊
太
郎

o
　
「
は
な
」
　
(
ピ
ン
ク
色
の
花
)
　
「
-
も
」
　
(
自
)
　
「
そ
ら
」
　
(
育
)
と
い

う
色
あ
い
が
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
こ
え
て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間

(
奥
行
き
)
が
感
じ
ら
れ
る

o
　
「
か
み
さ
ま
と
し
ず
か
な
は
な
し
を
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
'
悲
し

い
こ
と
'
楽
し
い
こ
と
の
話
が
で
き
た
と
い
う
感
じ
で
、
夢
が
あ
っ
て
い

最
後
の
問
い
か
け
が
自
分
を
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
る

「
人
形
」
八
木
重
吉

o
中
一
の
妹
が
い
つ
も
朗
読
し
て
い
た
の
で
八
木
重
吉
の
詩
が
印
魚
的
だ
っ

た
。
中
学
校
で
習
っ
た
「
奈
々
子
に
」
　
(
吉
野
弘
)
に
感
じ
が
似
て
い
る
-
ど

ち
ら
も
父
親
の
愛
情
が
出
て
い
る
(
「
奈
々
子
」
ほ
ど
直
接
的
に
で
は
な

い
が
、
愛
情
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
)

「
自
然
に
'
充
分
自
然
に
」
伊
東
静
雄

。
「
自
然
に
か
た
へ
の
枝
を
え
ら
ん
だ
」
　
「
ら
く
ら
く
と
仰
け
に
ね
転
ん
だ

」
な
ど
が
非
常
に
残
酷
な
感
じ
を
与
え
る

o
子
供
の
無
邪
気
な
臼
で
み
て
い
る
の
で
、
強
く
記
性
に
残
る

。
「
奇
妙
に
つ
よ
-
空
を
出
り
」
　
「
裸
の
や
う
に
そ
れ
が
地
上
に
落
ち
る
の

を
」
の
表
現
は
何
か
よ
-
わ
か
ら
な
い
が
気
に
入
っ
た

「
は
」
石
垣
り
ん

o
の
し
か
か
っ
て
-
る
よ
う
な
感
じ

。
四
連
に
深
い
意
味
が
あ
る
(
特
に
最
初
の
二
行
)

o
追
い
つ
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
飛
び
こ
ん
だ
の
に
の
が

_
?

「
も
し
言
葉
が
」
谷
川
俊
太
郎

。
曽
田
拓
即
の
詞
(
こ
と
ば
を
使
っ
て
攻
撃
的
)
の
感
じ
I
批
判
的
な
も
の

か
ら
出
発
し
て
い
る

o
こ
と
ば
の
弱
さ
、
お
そ
ろ
し
さ
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
使
い
方
の
む
ず
か

し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

「
兵
士
の
告
白
」
谷
川
俊
太
郎

○
な
ま
な
ま
し
く
、
ど
ぎ
つ
い

o
戦
争
映
画
の
一
シ
ー
ン
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る

o
カ
タ
カ
ナ
-
変
わ
っ
た
感
じ

。
戦
争
の
悲
惨
さ
を
静
か
に
訴
え
て
い
る

。
単
な
る
反
戦
詩
で
は
な
く
へ
人
間
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
-
殺
さ
れ

る
兵
士
の
気
持
ち
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
に
さ
せ
る

。
最
後
の
二
行
に
ひ
っ
か
か
っ
た

o
気
持
ち
が
悪
い
-
特
に
一
連
の
最
後
の
二
行

o
谷
川
俊
太
郎
の
こ
れ
ま
で
の
活
躍
を
聞
い
て
い
た
の
と
は
別
の
感
じ
を
受

け
る

131



第
1
印
象
の
こ
の
段
階
で
は
'
か
な
り
探
-
詩
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
も
の

も
い
る
が
、
全
般
に
'
表
面
的
な
受
け
と
り
か
た
が
多
く
へ
　
ま
た
断
片
的
な
印

象
が
目
立
つ
。
解
釈
上
の
問
題
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ク
ラ
ス
全
体
か
ら
の

質
疑
・
意
見
・
感
想
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
を
全
体
と
し
て
受
け
と
め

さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

∧
-
V

ク
ラ
ス
全
体
の
討
議
を
ふ
ま
え
'
問
題
点
を
も
っ
と
鮮
明
に
し
、
詩
を
よ
り

潔
-
味
わ
う
た
め
に
へ
　
グ
ル
ー
プ
討
議
を
す
る
o
　
な
お
'
そ
の
際
、
プ
-
ソ
-

の
詩
作
品
に
つ
い
て
へ
　
過
去
の
実
践
の
な
か
で
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
1
部
を

プ
-
ン
ト
に
し
て
配
布
す
る
と
と
も
に
、
「
鑓
」
　
(
石
垣
り
ん
)
に
つ
い
て
の

茨
木
の
り
子
の
文
章
「
美
し
い
こ
と
ば
と
は
」
　
(
「
現
代
国
語
1
」
筑
摩
書
房

所
収
)
、
「
初
恋
」
　
(
島
崎
藤
村
)
　
「
自
然
に
'
充
分
自
然
に
」
　
(
伊
東
静
雄

)
に
つ
い
て
の
村
野
四
郎
の
文
章
「
新
体
詩
と
現
代
詩
-
詩
に
お
け
る
音
楽
性

の
問
題
」
　
(
「
国
語
展
望
3
2
」
尚
学
図
讃
所
収
)
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
コ
ピ
ー

し
参
考
資
料
と
し
て
配
布
し
た
o

過
去
の
事
例
プ
リ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
プ
リ
ソ
-
に
は
9
名
分
の

レ
ポ
ー
ト
を
載
せ
た
が
'
こ
こ
で
は
二
編
の
み
を
掲
げ
る
)
。

「
政
駿
と
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
た
い
」
　
「
人
形
」
八
木
歪
吉

八
木
重
吉
、
ま
た
征
の
詩
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
彼

を
対
象
と
し
て
選
ん
だ
私
だ
が
、
征
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
'
作
品
を
読
め
ば

読
む
ほ
ど
彼
独
白
の
世
界
に
ひ
き
込
ま
れ
る
の
を
感
じ
て
い
る
。
技
の
詩
の

ど
れ
を
読
ん
で
も
深
-
感
銘
を
受
け
て
し
ま
う
。

独
特
の
非
常
に
短
い
詩
の
中
に
、
と
い
う
よ
り
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
選
び
ぬ

か
れ
た
言
葉
の
中
に
濃
縮
さ
れ
た
彼
の
意
識
が
世
界
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

て
、
彼
の
1
挙
1
動
が
伝
わ
っ
て
-
る
よ
う
な
気
に
さ
え
な
っ
て
し
ま
う
。

透
明
な
魅
力
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

少
し
は
め
す
ぎ
の
感
が
あ
る
よ
う
だ
。
今
の
私
は
按
に
傾
倒
し
き
っ
て
い

る
ら
し
い
。

(
中
略
)

小
レ
ポ
ー
ト
で
も
述
べ
た
が
'
私
が
初
め
て
紋
の
詩
に
接
し
た
の
は
「
股

蛇
と
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
た
い
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
こ
の
詩
は
何
や
ら
こ

こ
ろ
に
ず
し
ん
と
重
く
郷
い
い
た
。
次
に
読
ん
だ
の
は
「
人
形
」
。
今
度
は
何

や
ら
あ
た
た
か
い
も
の
を
感
じ
た
'
私
に
ま
で
ほ
の
ぼ
の
し
た
気
分
が
伝
わ

っ
て
き
た
。

そ
し
て
今
へ
　
こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
彼
の
作
品
に
正
面
か
ら
と
り
く
ん
で

み
る
と
'
今
ま
で
み
の
が
し
て
い
た
あ
た
た
か
さ
と
背
中
あ
わ
せ
の
悲
哀
に

気
づ
い
た
。
そ
し
て
彼
の
詩
の
あ
た
た
か
み
は
悲
哀
の
中
か
ら
生
ま
れ
で
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
。
自
分
自
身
悲
哀
の
中
を
さ
ま
よ
い
歩
き
な
が

ら
他
の
も
の
に
対
し
て
は
限
り
な
い
愛
惜
を
持
っ
て
接
す
る
-
-
そ
の
中
の

あ
た
た
か
み
が
'
悲
哀
が
彼
の
詩
に
に
じ
み
出
て
い
る
。
　
　
(
高
三
女
)

「
崖
」
石
垣
り
ん

普
段
詩
集
な
ど
め
っ
た
に
読
ま
な
い
せ
い
も
あ
っ
て
'
こ
れ
ま
で
の
私
は

石
垣
り
ん
と
い
う
女
流
詩
人
に
対
し
て
'
ほ
と
ん
ど
何
の
知
識
も
持
っ
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
現
国
の
プ
リ
ン
-
で
出
会
っ
た
こ
の
ク
崖
″
と
い
う
詩

-
と
-
に
そ
の
終
わ
り
の
二
行
I
は
、
私
に
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
て
く
れ

た
。
あ
の
　
女
。
そ
こ
で
ポ
ッ
リ
と
詩
が
途
切
れ
る
。
そ
の
あ
と
か
ら
作
者

の
た
め
息
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
'
思
わ
ず
背
筋
を
ブ
ル
ッ
と

買
わ
せ
た
。
そ
の
た
め
息
は
十
五
年
前
と
同
じ
'
絞
れ
き
っ
た
'
心
の
氏
か
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ら
の
た
め
息
な
の
だ
。

ク
崖
″
を
読
ん
で
か
ら
'
急
に
石
垣
り
ん
の
書
い
た
も
の
が
読
み
た
く
な

っ
た
.
詩
集
を
読
み
、
ま
た
'
エ
ッ
セ
イ
集
『
ユ
ー
モ
ア
の
鎖
国
』
を
読
ん

で
私
の
知
っ
た
こ
と
は
'
彼
女
の
詩
は
生
活
の
中
か
ら
自
ず
と
生
ま
れ
出
て

く
る
も
の
で
あ
る
t
　
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
生
活
に
密
着
し
た
詩
'
生
活
を

よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
の
や
さ
し
い
語
り
か
け
・
・
・
私
は
彼
女
に
、
ま
る
で
'

自
分
の
お
ば
あ
さ
ん
に
対
す
る
よ
う
な
敬
愛
の
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
同
時
に
彼
女
は
厳
し
い
、
し
っ
か
り
し
た
お
ば
あ
さ
ん
で
も
あ
る
。

そ
の
物
を
見
る
目
は
適
確
で
'
し
か
も
鋭
い
。
そ
し
て
、
思
っ
た
こ
と
を
、

飾
り
気
の
な
い
言
葉
で
は
っ
き
り
言
っ
て
の
け
る
小
気
味
の
良
さ
も
打
っ
て

い
る
.
要
す
る
に
彼
女
の
詩
は
'
難
解
で
も
な
-
、
甘
っ
た
る
-
も
な
-
'

率
直
で
親
近
感
の
持
て
る
詩
な
の
で
あ
る
。

さ
て
'
ク
崖
″
の
詩
の
最
後
の
「
女
」
と
い
う
一
文
字
は
私
に
と
っ
て
全

-
シ
。
ツ
キ
ン
グ
だ
っ
た
。
戦
争
と
'
女
。
青
春
を
失
っ
た
'
私
た
ち
の
父

母
の
時
代
O
　
追
い
つ
め
ら
れ
た
女
た
ち
に
残
さ
れ
た
、
崖
と
い
う
'
ゆ
き
場

の
な
い
場
所
　
-
 
0

(
中
略
)

初
め
私
は
'
ク
は
″
は
戦
争
ハ
=
発
の
詩
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
石
垣

り
ん
が
戦
争
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
少
し
ず
つ
考

え
が
変
わ
っ
た
。
冒
頭
に
「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
は
す
る
け
れ

ど
、
女
が
「
美
徳
や
義
理
や
ら
体
裁
や
ら
」
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
は

戦
時
中
だ
け
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
戦
争
の
終
わ
り
'
サ
イ
パ
ン
の
女
た
ち
は

崖
か
ら
と
び
こ
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
代
に
お
い
て
も
'
崖
は

や
は
り
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
思
う
。

(
中
&
)

石
垣
り
ん
と
い
う
詩
人
に
つ
い
て
'
何
の
知
識
も
打
た
な
か
っ
た
私
が
、

ク
崖
〃
を
読
ん
で
彼
女
の
考
え
方
に
触
れ
、
彼
女
の
詩
集
か
ら
彼
女
の
人
生

を
も
知
る
よ
う
に
な
り
・
・
-
・
。
今
ま
で
小
説
の
世
界
に
し
か
興
味
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
私
は
'
詩
の
す
ば
ら
し
さ
や
不
思
議
さ
に
初
め
て
出
会
い
、
目

を
見
開
く
思
い
で
す
。
石
垣
り
ん
は
私
に
と
っ
て
、
忘
れ
ら
れ
な
い
詩
人
に

な
り
そ
う
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
高
二
女
)

-
-
い
ず
れ
も
'
-
み
ご
と
な
詩
と
の
出
あ
い
が
な
さ
れ
た
例
だ
と
思
う
。
特
に
、

例
と
し
て
あ
げ
た
石
垣
り
ん
「
圧
」
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
し
た
生
徒
は
、
1
編

の
詩
と
山
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
ら
の
精
神
の
変
容
を
為
し
な
が
ら
、
主
体

的
に
詩
の
世
界
を
自
分
の
も
の
と
し
て
い
る
.
授
業
で
は
、
近
代
詩
の
特
質
を

理
解
さ
せ
る
た
め
に
現
代
詩
の
い
く
つ
か
の
作
品
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布

し
、
そ
の
現
代
詩
の
一
部
と
し
て
の
「
崖
」
で
あ
っ
て
、
あ
-
ま
で
も
参
考
資

料
と
し
て
の
意
味
が
強
か
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
の
場
合
は
'
授
業
の
枠
・
意
図

を
は
る
か
に
乗
り
越
え
'
自
ら
進
ん
で
へ
　
授
業
外
で
石
垣
り
ん
詩
人
論
に
ま
で

進
み
、
課
題
と
し
て
の
レ
ポ
1
-
以
外
に
'
「
圧
と
海
と
女
と
-
石
垣
り
ん
の

詩
」
と
題
す
る
追
加
レ
ポ
1
-
を
捉
出
し
て
-
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
'
托
業
者

に
と
っ
て
望
外
の
苗
び
で
あ
っ
た
。

今
回
の
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
が
こ
れ
ら
の
出
あ
い
に
学
ぶ
も
の
が
あ

る
へ
　
「
詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
」
教
材
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
出
あ

い
に
触
発
さ
れ
て
自
ら
の
出
あ
い
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
プ
リ

ン
ト
化
し
た
。
そ
し
て
、
授
業
時
間
内
に
お
い
て
は
'
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の

出
あ
い
が
で
き
な
く
と
も
、
そ
の
き
っ
か
け
が
つ
か
め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
教
育
と
い
う
営
為
は
、
結
果
を
性
急
に
求
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
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い
と
思
う
。
電
要
な
の
は
、
生
徒
の
E
E
を
ど
こ
に
向
け
る
か
で
あ
る
。

∧
-
>

グ
ル
ー
プ
討
議
の
結
果
を
各
グ
ル
㌧
フ
ご
と
に
発
表
し
、
相
互
の
考
え
か
た

・
と
ら
え
か
た
の
違
い
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
へ
　
解
釈
の
誤
り
'
詩

の
歴
史
、
詩
の
基
本
的
な
鑑
賞
の
し
か
た
な
ど
に
も
ふ
れ
て
い
き
'
各
作
品
ご

と
の
ま
と
め
を
し
た
。

∧
-
>

終
わ
り
に
'
各
作
品
を
朗
読
し
、
「
今
回
の
授
業
を
通
じ
て
詩
に
対
す
る
見

方
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
て
き
た
か
」
と
い
う
題
目
で
レ
ポ
1
-
を
課

し
た
。

六
　
事
後
加
重
か
ら

詩
の
単
光
の
最
後
に
課
し
た
レ
ポ
ー
ト
か
ら
は
'
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
。

次
に
そ
の
い
-
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
。
い
ず
れ
も
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

一
部
だ
け
を
載
せ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

A
.
も
と
も
と
私
は
詩
躯
な
ど
と
い
う
も
の
を
熱
心
に
読
む
方
で
は
な
い
し
'

木
星
に
行
っ
て
も
'
買
う
の
は
ほ
と
ん
ど
小
説
で
詩
雛
な
ん
か
め
っ
た
に
只

わ
な
い
O
そ
ん
な
だ
か
ら
'
本
当
に
私
に
あ
っ
た
と
い
う
か
詩
の
中
で
1
体

に
な
れ
る
よ
う
な
'
こ
の
人
の
詩
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
そ
う
い

う
詩
人
も
'
今
だ
に
見
つ
け
ら
れ
な
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
o
　
そ
れ

は
、
今
回
の
詩
に
つ
い
て
や
っ
た
数
時
間
の
授
業
を
終
え
て
も
そ
の
ま
ま

で
、
今
回
題
材
に
し
た
い
の
詩
の
中
で
'
私
は
「
は
る
」
と
い
う
詩
を
運
ん

だ
の
だ
が
'
そ
れ
も
最
初
ば
っ
と
読
ん
で
、
な
ん
と
な
く
好
き
だ
っ
た
か
ら

な
の
だ
。

授
業
で
'
詩
に
つ
い
て
や
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
詩
に
対
す
る
見
方
も
変

わ
っ
て
-
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
中
の
一
語
一
句
に
つ
い
て
'
そ
の
語
句
が
詩

全
体
に
も
た
ら
す
効
果
や
詩
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
意
識
的
に
考
え
る
よ
う

に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
詩
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
作
者
の
偉
大
さ
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
ろ

う
と
思
う
.
た
だ
、
こ
れ
か
ら
先
、
自
分
で
詩
集
を
手
に
し
て
読
む
時
'
そ

の
詩
集
の
中
の
詩
の
構
成
と
か
細
か
い
表
現
と
か
に
つ
い
て
、
1
つ
1
つ
意

識
し
て
考
」
な
が
ら
読
む
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
私
に
は
そ
ん

な
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
詩
を
読
む
と
い
う
の
は
極
端
に
い
う

と
'
も
ち
ろ
ん
そ
の
詩
が
わ
か
ら
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
が
'
深
-
理

解
す
る
こ
と
よ
り
も
'
感
じ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

(
国
語
の
勉
強
で
は
そ
う
も
い
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
.
)
だ
か

ら
'
今
回
の
詩
の
授
業
で
'
詩
に
見
ら
れ
る
効
果
的
な
文
v
f
表
現
や
構
成
に

つ
い
て
勉
敬
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
先
へ
授
業
以
外
の
場
で
、

詩
を
読
む
時
に
は
'
や
は
り
へ
私
は
f
e
e
l
i
n
g
で
読
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
と

思
E
S私

は
詩
を
た
-
さ
ん
読
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
詩
の
読
み
方
と
い

う
の
は
も
っ
と
他
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
ま
だ
こ
の
人
の
詩
を
読

ん
で
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
詩
人
に
出
会
っ
た
覚
え
が
な
い
し
'
今
回
プ
リ

ン
-
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
詩
の
中
に
も
へ
　
こ
れ
だ
/
と
い
う
の
が
見
あ
た
ら

な
か
っ
た
し
'
よ
う
す
る
に
、
ま
だ
'
い
わ
ゆ
る
「
詩
人
と
の
出
会
い
」
と

い
う
も
の
を
経
験
し
て
い
な
い
。
果
た
し
て
へ
　
そ
う
い
う
詩
人
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ふ
と
'
不
安
に
な
る
の
だ
が
'
こ
れ
か
ら

先
、
な
ん
と
か
し
て
、
詩
の
世
界
で
l
体
に
な
れ
る
よ
う
な
詩
人
と
出
会
う
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B

こ
と
が
で
き
た
ら
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
L
t
　
そ
の
時
は
そ
の
詩
人
に

没
頭
し
て
み
た
い
と
思
う
。

授
業
で
「
詩
」
に
つ
い
て
学
ん
だ
後
、
何
も
残
ら
な
か
っ
た
と
云
え
ば
嘘

に
な
る
。
か
と
云
っ
て
、
感
銘
を
受
け
た
と
云
う
事
も
な
い
。

M
i

供
に
は
'
い
つ
頃
か
ら
か
'
詩
に
恐
す
る
恐
怖
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
'
テ

ス
ト
に
よ
っ
て
栂
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
供
は
'
詩
は
読
み
手
に
よ
っ
て
へ
受
け
取
り
方
は
過
っ
て
い
て
も
良
い

と
思
う
.
1
1
い
や
了
で
う
あ
る
ベ
-
き
だ
と
思
う
0
　
し
か
し
、
中
学
生
時
代
の
模

試
な
ど
で
、
そ
ん
な
ク
幅
.
少
を
持
た
せ
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

又
、
同
じ
問
題
で
も
本
に
依
っ
て
答
え
が
迎
う
こ
と
が
よ
-
あ
る
の
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
、
詩
に
対
す
る
不
信
感
を
募
ら
せ
た
。
こ
の

頃
へ
　
『
海
潮
音
』
の
「
山
の
あ
な
た
」
や
'
プ
リ
ン
ト
に
も
載
っ
て
い
る
「

草
に
寝
て
」
も
、
テ
ス
ト
に
出
て
い
た
為
へ
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
恐
怖
心
も
、
今
度
の
授
業
を
経
て
へ
　
い
-
ら
か
薄
ら
い
だ
よ
う
に
思

う
。
こ
れ
は
l
つ
の
収
穫
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
又
へ
授
業
で
丁
寧
に
や

っ
て
頂
き
、
詩
は
読
め
ば
読
む
ほ
ど
味
わ
い
が
深
ま
る
の
だ
と
云
う
事
を
今

更
知
っ
て
幣
い
て
し
ま
っ
た
。
た
ぶ
ん
無
理
だ
と
は
思
う
が
、
こ
れ
を
椀
会

に
少
し
で
も
詩
に
興
味
が
わ
け
ば
-
-
と
思
っ
て
い
る
'
　
(
男
へ
　
1
部
)

め
っ
た
に
詩
な
ん
か
読
ま
な
い
私
に
と
っ
て
詩
は
大
き
な
負
担
に
な
っ

た
。
詩
と
い
う
も
の
を
決
し
て
炊
い
で
は
な
か
っ
た
が
'
読
解
に
手
間
が
か

か
る
こ
と
が
疎
遠
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
理
由
だ
D

そ
う
で
あ
る
O
詩
で
は
人
に
よ
っ
て
、
い
や
同
1
人
物
で
・
7
2
時
と
場
合
に

よ
っ
て
は
1
つ
の
物
に
対
す
る
と
ら
え
方
が
追
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
が
ん
間

な
頚
を
も
つ
私
に
は
我
慢
で
き
な
い
の
だ
.

し
か
し
こ
の
詩
の
授
業
を
終
え
た
今
、
多
棲
桝
の
と
ら
え
方
が
で
き
る
こ

と
は
何
て
す
ば
ら
し
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

授
業
中
他
の
人
の
発
言
を
聴
い
て
い
る
と
'
あ
る
人
は
「
私
も
こ
の
詩
を

読
ん
で
い
る
と
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
な
る
。
」
と
言
う
の
に
、
そ
の
同

じ
詩
に
対
し
て
他
の
人
は
「
私
は
三
池
は
非
常
に
陰
皆
に
感
じ
る
。
作
者
の

気
持
ち
も
や
は
り
沈
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
」
と
言
う
、
そ
し
て
私
も
、
征

ら
二
人
以
外
の
意
見
を
も
ち
'
対
立
さ
せ
'
よ
り
砿
か
な
考
え
を
碓
立
す

;
0
'

そ
の
過
程
で
は
他
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
頚
の
体
操
が
出
来
る
。
自
分

の
考
え
が
だ
ん
だ
ん
太
-
な
っ
て
い
く
か
と
思
え
ば
'
枝
分
か
れ
し
た
り
'

横
に
そ
れ
た
り
し
た
り
、
時
に
は
ま
た
初
め
か
ら
や
り
直
し
'
他
の
道
を
歩

ん
で
い
た
り
す
る
。
ま
た
他
人
の
発
言
を
聴
く
こ
と
は
'
ま
る
で
そ
の
人
の

個
性
が
暴
露
す
る
の
を
盗
み
聞
き
し
て
い
る
よ
う
な
興
味
に
変
わ
る
0
　
1
筋

の
詩
を
も
っ
て
、
私
た
ち
は
心
を
通
わ
せ
合
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
自
己
を

磨
-
こ
と
も
で
き
る
。
全
-
詩
は
「
物
を
言
わ
ぬ
師
」
で
あ
る
。

ま
た
詩
を
読
ん
で
い
て
'
特
に
気
が
付
い
た
の
は
'
リ
ズ
ム
の
重
要
性
で

あ
る
O
　
リ
ズ
ム
は
単
に
完
朋
気
を
形
成
し
た
り
'
ま
と
ま
り
を
よ
く
す
る
も

の
で
は
な
い
。
リ
ズ
ム
と
言
薬
が
詩
の
二
大
元
素
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
「
リ
ズ
ム
が
意
志
を
伝
え
る
か
?
」
-
こ
れ
に
は
最
初
'
大

き
な
疑
問
が
あ
っ
た
o
　
い
や
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か

し
'
イ
メ
ー
ジ
と
イ
メ
ー
ジ
の
間
係
で
成
立
し
た
リ
ズ
ム
で
立
派
に
作
者
の

心
中
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
何
例
も
読
む
う
ち
に
わ
か
っ
て
き
た
。

詩
は
文
学
の
車
で
斑
も
文
学
ら
し
い
も
の
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
一
筋
の

詩
の
中
に
は
大
自
然
が
そ
の
事
冨
入
っ
て
い
た
り
'
作
話
の
人
生
が
入
っ
て
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い
た
り
、
人
類
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
か
ら
だ
O
私
は
今

ま
で
お
ざ
な
り
に
し
て
き
た
詩
と
の
接
触
を
も
っ
と
大
切
に
し
て
、
こ
の
偉

大
な
る
文
学
作
晶
ク
詩
″
で
も
っ
て
、
人
生
へ
も
の
の
見
方
を
学
び
た
い
。

(刀)

普
通
の
文
節
に
お
い
て
も
、
私
は
'
文
章
を
探
く
読
む
と
い
う
事
は
得
意

で
は
な
い
。
だ
か
ら
'
ま
れ
に
読
む
機
会
が
あ
る
詩
な
ど
は
'
最
初
に
読
ん

だ
印
象
と
い
う
も
の
が
'
最
後
ま
で
残
り
'
他
の
方
面
か
ら
そ
の
詩
を
見
よ

う
と
し
な
か
っ
た
。
今
回
の
「
草
に
寝
て
　
　
六
月
の
或
る
日
綻
日
に
」
立

原
道
道
の
場
合
も
'
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
プ
リ
ン
-
を
渡
さ
れ
て
'
こ
の

詩
を
初
め
て
読
ん
だ
時
'
(
授
業
の
時
に
も
、
言
っ
た
が
　
　
　
　
ク
し
あ

わ
せ
は
、
ど
こ
に
あ
る
?
″
と
い
う
文
字
が
、
1
文
が
も
の
す
ご
く
大
き
く

見
え
、
私
の
目
に
飛
び
こ
ん
で
来
た
。
す
べ
て
同
じ
大
き
さ
の
活
字
で
書
か

れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
'
ど
で
か
-
見
え
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
太
陽

を
見
た
時
の
よ
う
に
'
と
て
も
、
ま
ぶ
し
-
感
じ
ら
れ
、
胸
に
突
き
刺
さ
る

よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
こ
れ
は
、
き
っ
と
'
そ
の
時
の
私
の
心
の
状
態
と
い

う
も
の
が
不
安
定
だ
っ
た
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
私
は
、
自
分
が
'
心
の
中
V
う

や
む
や
に
す
ま
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
た
(
触
れ
た
く
な
い
と
さ
け
て
い

た
)
部
分
を
、
釘
で
も
、
打
ち
込
ま
れ
た
様
に
強
い
衝
撃
を
受
け
た
。
本
当

に
'
ク
し
あ
わ
せ
″
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
'
し
ば
ら
く
は
、
そ
の
言
葉

が
、
頭
の
中
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
た
。
た
だ
詩
の
内
容
な
ど
考
え
ず
に
そ
の

言
葉
ば
か
り
反
復
し
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
'
キ
ョ
-
レ
ツ
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
'
私
は
'
立
原
沼
造
も
へ
　
こ
の
詩
を
古
い
た
時
'
廿
の
楽
し
く

し
あ
わ
せ
な
生
活
を
思
い
出
し
'
今
の
不
安
定
な
自
分
の
生
活
と
を
比
較

し
'
昔
を
う
ら
や
み
'
そ
し
て
、
ク
し
あ
わ
せ
″
と
い
う
も
の
を
考
え
直
し

I
S

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
最
初
の
印
象
で
詩
を
読
ん
で
し
ま

う
私
に
は
'
そ
う
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
先
輩
の
感

想
文
を
読
む
と
'
全
-
逆
で
あ
っ
た
。
何
も
か
も
が
、
逆
に
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ク
同
じ
幸
せ
を
味
わ
っ
た
人
が
こ
こ
に
も
い
た
。
″
と
書
い

て
あ
る
。
私
は
、
む
し
ろ
ク
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
人
が
・
・
・
-
`
と
讃
き

た
い
の
に
o
　
そ
の
た
め
、
蛮
要
祝
す
る
部
分
も
当
然
追
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
う
も
へ
違
う
見
方
が
'
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
読
み

手
の
気
持
ち
の
持
ち
方
の
追
い
だ
ろ
う
。
こ
の
感
想
文
を
読
ん
だ
時
も
の
す

ご
く
こ
の
人
が
う
ら
や
ま
し
く
思
え
た
Q
　
そ
し
て
へ
私
も
こ
ん
な
風
に
'
詩

が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
3

ど
う
や
ら
今
'
こ
の
詩
を
読
み
返
し
て
み
る
と
素
直
に
し
あ
わ
せ
な
詩
だ

マ
7

と
受
け
入
れ
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
い
し
た
進
歩
で
も
何
か
も

し
れ
な
い
が
'
詩
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
読
み
手
の
気
持
ち
の

持
ち
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
で
き
る
と
い
う
事
が
わ
か
っ
た
。sag

は
-
は
、
前
か
ら
'
税
関
の
授
業
の
中
で
は
、
詩
の
托
業
が
一
番
好
き
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
'
ま
ず
、
文
章
が
簡
潔
で
短
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
い
う
こ
と
で
'
接
し
や
す
い
と
思
う
O
も
う
1
つ
ほ
'
中
学
校
に
は
い
っ

て
す
ぐ
詩
の
授
業
で
、
ま
た
そ
の
時
へ
グ
ル
㌧
フ
学
習
を
し
た
か
ら
で
あ
る
o

グ
ル
ー
プ
学
習
と
い
う
の
は
'
一
人
7
人
が
真
剣
に
考
え
る
の
で
'
よ
-
疎

に
は
い
り
、
よ
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
'
詩
と
い
う
も
の
が
好
き
に

な
っ
た
。
今
回
の
詩
に
つ
い
て
の
授
業
を
す
る
ま
で
は
'
前
に
言
っ
た
よ
う

に
'
楽
し
い
も
の
'
お
も
し
ろ
い
も
の
と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
'

今
回
の
授
業
に
よ
っ
て
、
詩
を
何
度
も
何
度
も
読
み
返
し
、
何
度
も
何
度
も
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考
え
さ
せ
ら
れ
た
、
自
分
に
と
っ
て
大
変
充
実
し
た
授
業
で
あ
っ
た
と
思

う
O
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
?
考
え
て
み
る
と
'
ま
ず
最
初

に
、
自
分
の
好
き
な
詩
を
1
つ
選
ん
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
無
理
や
り
押
し
っ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
'
自
分
の
好
き
な

も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
や
り
や
す
く
ま
た
へ
や
る

気
も
で
て
く
る
と
思
う
。
そ
の
次
の
理
由
と
し
て
は
'
自
分
が
発
表
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
生
に
あ
て
ら
れ
'
自
分
で
詩
を
読
み
、
そ
の
詩
に

対
す
る
意
見
を
述
べ
た
'
・
そ
し
て
r
そ
の
意
見
を
ブ
-
ン
ト
に
載
せ
て
も
ら

っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
へ
や
る
気
が
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
'
そ
れ
ぞ
れ

の
感
想
に
対
す
る
質
問
'
意
見
で
、
ば
-
に
対
す
る
も
の
が
わ
り
と
あ
っ

た
。
普
通
な
ら
へ
う
ま
-
は
答
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
'
前
に
述
べ
た

よ
う
な
わ
け
で
も
今
回
は
、
は
っ
き
り
と
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
今
回
の
授
業
に
よ
っ
て
、
ぼ

く
の
詩
に
対
す
る
見
方
、
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
た
い
へ
ん
か
わ
っ
た
と

思
う
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
わ
れ
て
も
'
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い

が
'
詩
に
対
す
る
考
え
と
い
う
も
の
が
1
歩
大
人
に
な
っ
た
よ
う
な
先
が
す

る
。
だ
か
ら
'
今
回
の
授
業
は
た
い
へ
ん
た
め
に
な
っ
た
。
　
　
　
(
刀
)

最
初
に
私
は
詩
が
好
き
だ
と
椎
か
書
い
た
は
ず
だ
が
'
今
'
こ
う
し
て
詩

の
学
習
を
終
わ
っ
て
み
て
'
や
は
り
へ
詩
を
学
ん
で
よ
か
っ
た
'
と
思
っ
て

いk?'特
に
大
き
な
収
軽
は
萩
原
朔
太
郎
の
詩
の
新
た
な
側
面
を
発
見
し
た
こ
と

で
あ
る
。
私
は
彼
の
詩
に
'
何
か
異
様
な
素
晴
ら
し
さ
を
漢
然
と
は
感
じ
て

い
た
の
だ
が
'
今
度
「
月
に
吠
え
る
」
の
「
地
の
政
の
稿
気
の
放
」
を
初
め

て
「
深
-
」
分
析
し
て
み
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が

す
る
O
　
た
と
え
ば
、
彼
の
詩
は
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
て
も
重
要
視
し
て
お

り
、
個
々
の
こ
と
ば
の
か
も
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
体
か
ら
成
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
や
'
更
に
へ
　
1
般
に
彼
の
詩
は
官
能
的
、
退
廃
的
へ
　
病
的
と
い

っ
た
言
薬
で
形
容
さ
れ
る
の
だ
が
、
単
に
そ
れ
ら
の
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
だ

け
の
内
容
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
奥
の
深
い
空
間
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を

発
見
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
私
は
今
か
ら
少
し
萩
原
朔
太
郎
の
詩
集
「
月

に
吠
え
る
」
を
も
う
一
度
し
っ
か
り
読
ん
で
み
ょ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
う

_
思
う
よ
う
に
な
つ
_
た
の
も
今
度
の
半
円
の
お
か
げ
と
_
い
え
る
か
も
し
れ
な
_

い
o私

は
今
ま
で
詩
と
い
う
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
と
、
す
ぐ
述
想
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
や
た
ら
と
リ
リ
シ
ズ
ム
あ
ふ
れ
た
p
マ
ン
的

な
詩
ば
か
り
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
が
'
今
度
の
学
習
で
'
少
し
な
り
と

も
詩
の
追
う
面
に
触
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
'
詩

の
持
つ
言
語
空
間
と
言
お
う
か
'
感
惜
と
か
'
リ
ズ
ム
と
か
い
っ
た
表
面
的

な
も
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
詩
自
体
の
持
つ
内
面
的
な
も
の
が
'
重
要
な

役
割
を
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
(
男
'
一
部
)

全
般
的
に
は
、
a
・
o
・
O
の
レ
ポ
ー
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
詩
に
対
し

て
少
し
考
え
方
が
変
化
し
て
き
た
と
い
う
の
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
A

の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
、
全
-
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
も

か
な
り
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
ほ
、
A
の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
、
自
分
に
ぴ
っ
た
り
し
た
作

目
仰
が
な
か
っ
た
と
か
へ
　
は
か
に
へ
詩
と
い
う
形
態
・
形
式
に
な
じ
め
な
い
'
請

の
よ
さ
が
い
ま
だ
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
か
い
っ
た
こ
と
で
、
詩
が
自
己
の
杭

神
生
活
の
1
部
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
思
い
が
そ
の
ま
ま
残
っ
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て
い
る
。

ま
た
'
m
・
-
u
・
q
の
よ
う
に
、
少
し
変
化
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
詩
の

世
界
に
対
し
て
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
も
t
　
と
ま
ど
い
を
み
せ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
へ
　
こ
れ
か
ら
1
つ
の
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
大
き
-
餐

化
を
み
せ
る
こ
と
は
期
待
で
き
る
o
 
B
は
ま
だ
詩
の
世
界
の
戸
口
に
い
る
が
t

c
・
D
に
つ
い
て
は
、
詩
の
世
界
の
か
な
り
深
く
ま
で
入
り
こ
ん
で
い
る
と
み

ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
一
つ
の
変
化
を
み
せ
て
き
た
生
徒
の
今
後
の
指
導
が
非

常
に
大
切
で
あ
る
。

E
・
F
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
詩
の
世
界
に
踏
み
こ
ん
で
詩
を
全
体
と
し
て

受
け
と
め
て
い
る
も
の
は
そ
ん
な
に
多
-
は
な
い
。
特
徴
と
し
て
ほ
'
そ
れ
ま

で
に
、
自
分
な
り
の
詩
の
鑑
裳
を
し
て
き
た
と
い
う
蓄
積
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
い
え
、
教
育
の
成
果
の
重
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
特
に
'
出
あ
い
と
い
う
観

点
か
ら
は
'
な
る
べ
-
早
い
時
期
に
そ
の
き
っ
か
け
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
が
大

切
だ
か
ら
で
あ
る
o

K

3

S

3

世

総
じ
て
t
　
と
い
う
よ
う
に
'
総
括
的
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

詩
と
の
出
あ
い
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
果
た
し
て
成
果
と
し
て
実

っ
た
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
、
今
後
の
各
生
徒
の
歩
み
を
み
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
た
だ
、
出
あ
い
の
そ
の
一
歩
を
何
ら
か
の
形
で
今
回
の
授
業
で
成
し
え
た

と
は
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.
十
時
間
余
り
の
時
間
を
使
っ
て
生
徒
た

ち
の
人
生
の
岐
路
を
左
右
す
る
こ
と
は
無
理
だ
と
も
い
え
る
が
'
少
な
-
と
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

出
あ
い
を
求
め
て
授
業
を
構
築
す
る
必
要
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
'
B

の
レ
ポ
ー
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
出
あ
い
の
反
対
の
極
と
し
て
の
授
業
を
生

徒
が
受
け
て
き
た
と
し
た
ら
、
国
語
の
学
習
指
導
の
意
味
そ
の
も
の
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
え
る
。

(
滋
賀
大
学
教
育
学
部
講
師
)

141




