
高
等
学
校
に
お
け
る
詩
の
指
導

-
現
代
詩
教
材
に
よ
る
自
主
単
元
編
成
の
可
能
性
と
そ
の
試
み
-

「
　
は
じ
め
に
　
-
実
践
の
動
機
-

授
業
の
場
で
詩
教
材
を
取
り
扱
う
た
び
に
'
何
か
が
「
す
り
ぬ
け
て
」
い

-
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
o
授
業
の
後
へ
何
か
し
ら
寂
し
い
思
い
が
残

る
。
手
ご
た
え
と
い
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
今
の
授
業
で
い
っ
た

い
へ
生
徒
は
何
を
学
ん
だ
ろ
う
か
。
生
徒
も
私
も
「
詩
」
に
触
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
ん
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。

生
徒
と
教
材
と
私
の
間
に
'
あ
る
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
空
気
が
充
満
す
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
'
私
た
ち
の
自
由
な
行
き
通
い
を
遮
っ
て
い
る
。

「
結
局
は
お
ま
え
の
準
備
し
た
解
釈
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
生
徒
の
冷

た
い
視
線
を
感
じ
な
が
ら
へ
そ
う
し
た
彼
ら
の
意
識
を
打
ち
被
る
だ
け
の
授

業
力
の
な
い
自
分
に
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
て
き
た
。
生
徒
の
感
想
を
起
点
に

授
業
を
組
み
立
て
て
も
も
私
が
急
に
生
徒
の
高
み
に
登
っ
て
し
ま
う
と
'
そ

の
後
の
授
業
は
今
1
つ
盛
り
上
が
ら
な
い
o

こ
の
よ
う
な
私
の
詩
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
願

越
　
　
勇
　
　
二

い
と
問
磁
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

生
徒
と
共
に
お
も
し
ろ
が
り
た
い
、
と
い
う
こ
と

生
徒
の
心
に
響
く
詩
が
教
科
書
に
少
な
い
と
い
う
こ
と

明
確
な
目
標
に
も
と
づ
-
教
材
編
成
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と

以
上
の
よ
う
な
点
を
実
現
し
'
ま
た
克
服
す
る
た
め
に
私
は
「
教
え
た
い

こ
と
」
を
「
教
え
た
い
詩
」
で
教
え
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
っ
た
。
今

回
紹
介
す
る
実
践
は
'
こ
う
し
た
私
の
詩
の
教
室
の
現
状
を
打
開
す
る
た
め

の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

二
へ
単
元
「
こ
と
ば
の
実
験
室
-
現
代
詩
の
世
界
」
実
践
の
報
告

現
代
詩
の
授
業
の
場
合
へ
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
'
端
的
に
言
え
ば
'
状
況
を
見
つ
め
る
目

(
現
実
認
識
力
)
と
虚
に
遊
ぶ
心
(
想
像
力
、
感
性
の
耕
し
)
　
の
育
成
で
あ

ろ
う
。
詩
は
'
現
実
の
本
質
を
暗
喰
的
に
認
識
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
力
は
'
生
徒
が
現
実
を
生
き
る
武
器
と
な
る
。
ま
た
へ
生
徒
の
こ

と
ば
意
識
を
磨
き
へ
　
こ
と
ば
と
関
わ
っ
て
い
く
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ

と
も
、
詩
の
授
共
の
持
つ
独
自
の
目
標
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
目
標

を
達
成
す
る
た
め
に
へ
現
代
詩
の
授
業
で
は
、
な
る
べ
-
た
-
さ
ん
の
詩
に

触
れ
る
機
会
を
つ
く
り
へ
生
徒
と
詩
と
の
出
会
い
を
し
-
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
へ
現
代
詩
を
授
業
で
教
え
る
際
に
は
'
次
の
よ
う
な
授
業
展
開
を
心

が
け
た
。

○
教
材
の
特
質
に
応
じ
た
授
業
展
開
-
展
開
法
へ
層
序
法
へ
　
こ
と
ば
か
-

L
へ
グ
ル
ー
プ
学
習
、
朗
読
中
心
な
ど
。

○
生
徒
を
詩
に
出
会
わ
せ
る
手
だ
て
を
工
夫
す
る
-
初
読
の
感
想
へ
生
徒
の

話
し
合
い
を
軸
と
し
た
授
業
へ
イ
メ
ー
ジ
を
由
視
す
る
.

〇
余
裕
あ
る
場
の
設
定
-
生
徒
の
多
様
な
読
み
を
保
証
し
、
生
徒
と
教
師
が

同
じ
地
平
に
た
っ
た
授
業
。

○
い
た
ず
ら
に
詩
を
き
り
き
ざ
む
の
で
は
な
く
'
素
材
の
良
さ
を
生
か
し
た

授
菜
。

○
生
徒
の
詩
作
品
の
距
離
を
確
認
す
る
。

○
楽
し
い
授
業
へ
活
動
的
な
授
業

以
下
に
'
実
践
の
概
要
を
示
す
。

I
へ
単
元
名
　
「
こ
と
ば
の
実
験
室
-
現
代
詩
の
世
界
」

2
'
対
　
象
　
宮
崎
県
立
小
林
高
等
学
校
普
通
科
三
年
七
組
(
男
子
九

名
へ
女
子
三
九
名
。
文
系
ク
ラ
ス
)

3
'
実
施
時
期
　
昭
和
六
二
年
七
月

4
'
目
　
　
標
　
ア
　
詩
的
言
語
の
特
徴
を
と
ら
え
へ
　
そ
の
魅
力
に
触
れ
る

こ
と
で
'
散
文
的
言
語
と
共
な
る
新
た
な
こ
と
ば
の

一
面
に
目
を
開
か
せ
る
.

イ
　
現
代
詩
に
み
ら
れ
る
詩
人
の
こ
と
ば
意
識
に
触
れ
る

こ
と
で
'
人
と
こ
と
ば
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る

態
度
を
育
て
る
.

り
　
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
特
性
に
応
じ
た
読
解
の
力
を
育
て

る
。

5
、
教
材
編
成
(
◎
は
主
と
し
て
扱
っ
た
教
材
)

抗
1
時
(
レ
ト
リ
ッ
ク
の
魔
術
師
へ
藤
富
保
男
)

「
ほ
ん
と
う
」
　
(
藤
富
保
男
)
◎
「
ぼ
く
の
背
後
」

イ
)
　
「
土
」
　
「
ペ
」
　
「
顔
」
　
「
あ
の
」
　
「
ふ
と
」

(
〝
、
エ
ッ
セ

o

第
二
へ
　
三
時
(
谷
川
俊
太
郎
の
述
作
「
鳥
羽
」
を
ま
る
ご
と
　
H
O
W

M
U
C
H
…
)
　
「
鳥
羽
-
」
～
「
鳥
羽
1
0
」
へ
　
「
鳥
羽
　
a
d
d
e
n
d
u
∋
」

(
谷
川
俊
太
郎
)
へ
　
「
林
檎
へ
の
固
執
」
　
(
〟
)

第
四
時
(
こ
と
ば
遊
び
は
オ
ト
ナ
の
遊
び
7
-
皇
統
な
こ
と
ば
の
海

へ
)

◎
詩
袋
r
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
j
全
編
(
谷
川
俊
太
郎
)
、
「
こ
と

ば
遊
び
の
周
辺
」
　
(
〃
'
エ
ッ
セ
イ
)
◎
詩
柴
r
語
史
集
」
よ
り

「
第
9
車
」
　
「
第
1
2
車
」
　
「
第
1
5
章
」
　
「
第
3
5
章
」
　
「
第
6
1
串
」

(
中
江
敏
夫
)
　
◎
「
語
は
語
へ
　
そ
の
ま
ま
で
」
　
(
〃
、
エ
ッ
セ

イ
)

第
五
時
(
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
7
-
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の

力
)

◎
「
大
き
な
手
」
　
(
高
良
留
実
子
)
　
「
淡
雪
」
　
「
木
」
　
(
〟
)
◎
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「
言
菜
と
も
の
-
詩
の
言
某
に
つ
い
て
」
　
(
〃
エ
ッ
セ
イ
)
◎

「
雨
」
　
(
西
脇
順
三
郎
)
　
「
天
気
」
　
「
皿
」
　
「
太
陽
」
　
(
〟
)
◎

「
私
の
詩
作
に
つ
い
て
」
　
(
〃
エ
ッ
セ
イ
)

六
へ
指
導
の
経
過

第
六
時
到
達
テ
ス
ト

◎
「
言
糞
」
　
(
安
永
稔
和
)
　
「
a
n
o
n
y
m
l
」
　
(
谷
川
俊
太
郎
)

◎
「
母
国
語
」
　
(
飯
島
桝
こ

2 1
時

間

釈生い り軌詩 めで折 を斐詩 み知表放論 日

学

普

目

揺

裾 る、鮮読に人さる現文理常
0本 な み対の ) 0 にに性 的

t エ ( ` な元視 るる ツ

憲 溌 誹

へ に 0意 セ
の触 欲 イ
関れ 的か. . 〇 〇〇〈

迎初班 初教 グ
作党別 発師ル
が のでのに ー
進感協 感よプ
む想議 想 る学
にの の範習
つ ま 確読〉
れ と 認

「 め (私 文
」 車
憲 Jl の 笑狙 異 つ既

読 わ つ な た解

授

業

展

開

グも教 よっ前
ル進室 う作時

む生 こたか た最を読書 よ苦 は詩

坐

徒

ね徒 の 0 らが初問み読 う手 様の
ーま はだ品 と
プな静 つには
学い また 、一
習 0 り 0生転

好は詩 は 、はいづ のだ意 々単
評た人 スモ なて ら持 つ誠 で元
でいに ムチか クそ名 たをあに

へ 一 . なス うに 0 つ
f t 髭

を な 惑い
進 か つ内
め な て容
る か いを
こ 筆 た持

つん 昧 ズフか クには つ たる の

反

応

た多 、 にが意ス読 . 生 0と
0か 閲 読 は見笑む室 徒 聞

瑞写溢墾買≡
お つ い し か 0 そ た 多 反
お た って つ れ 0 い 応



4 3

勢と詩 広 こさづにのとこ 右 意そ
をば人 がと 、く 、持にと
とにの りば詩 0表つよば

同 義れ
をを

号圭 圭 措き対エ

考イ
えか

理互
解い
すに
80慧

方 ら か昧のけとの読 て
、、 さ性菜に同音む い

姿 こ 、) し気時韻こ く

○ ○ . . . ○ ( . . ○
まる方両ま辺谷晋作書「.「と漢な「音俊「
儲 鼎

誓蓋 報 墨壷 たる 、 至

言常

と体別
めでに
、の発

他討表
完議歳

品 苔
の
紹
介

作い
業は
プど
リう
ン変
ト化
にし
記て

′、入い買 孟

らわ その 幾 場かど 谷 1
、.メえり の周 つ 合」ん 川

蝣5 ffl & C l -̂ C i ^ fc ^ ^li li cd $ s o fc $ 5 *< 5T Jp *<If pーn I tt i i ^H i W e ^ II t t> iL b 」!ァt li ^ A^ *^fc *< ^ H ^ *< A> fc S 描 憤
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鵜吉吾琶
上る己 理メ一
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すれすた のいイ をジで
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○ ○ . ○ら〈
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竪 琴
7L
の ス
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と の
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布

闇 骨 潤

I- な な
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-82-



三
、
実
践
の
反
省

各
々
の
教
材
に
対
す
る
生
徒
の
反
応
は
'
お
お
む
ね
良
好
で
、
現
代
詩
の

新
鮮
な
表
現
と
'
詩
人
達
の
こ
と
ば
に
対
す
る
取
り
組
み
の
姿
勢
が
'
彼
ら

に
こ
と
ば
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
た
と
思
う
。

(
資
料
2
'
3
'
4
)
現
代
詩
が
言
語
教
材
と
し
て
の
豊
か
な
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
こ
と
へ
明
確
な
目
標
の
も
と
に
教
材
を
編
成
L
へ
機
能
さ
せ
て
い

く
こ
と
の
有
効
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
へ
授
業
を
進
め
る
う
ち
に
'
詩
の
読
解
を
'
性
急
に
蝉
元
の
目
標
と

結
び
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
性
も
感
じ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
ご
と

に
へ
　
そ
の
詩
の
持
つ
特
質
に
応
じ
た
授
文
展
間
を
工
夫
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
生
徒
を
「
詩
」
に
出
会
わ
せ
'
更
に
次
な
る
出
会
い
へ
と
導
く
手
だ
て

を
取
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
実
践
は
'
「
生
徒
の
こ
と
ば
意
識
の
錬
磨
」
が
そ
の
大
き
な
目
標

の
1
　
つ
で
あ
っ
た
が
'
こ
と
ば
の
限
界
性
を
知
り
へ
そ
の
深
淵
を
の
ぞ
い
た

生
徒
に
対
し
、
そ
れ
に
抗
し
て
い
く
だ
け
の
表
現
へ
の
忠
欲
と
力
最
を
与
え

る
こ
と
が
'
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
資
料
5
)
ま
た
、
そ
の
1

方
で
'
詩
人
の
鋭
-
厳
し
い
こ
と
ば
意
識
を
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
ず
'

他
人
ご
と
と
し
て
受
け
取
っ
た
生
徒
も
い
る
。
(
資
料
6
)
生
徒
を
授
業
の

な
か
で
表
現
と
い
う
場
に
立
た
せ
る
工
夫
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

現
代
詩
が
現
在
直
面
し
て
い
る
へ
語
る
べ
き
主
超
の
喪
失
は
'
彼
ら
学
習
者

に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
り
'
今
回
の
い
わ
ゆ
る
「
主
題
な
き
詩
」
　
へ
の

反
響
が
、
印
に
、
思
い
悩
ま
ず
に
す
む
と
い
う
理
由
か
ら
く
る
も
の
で
は
困

る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に
　
-
ム
「
後
の
展
望

現
代
詩
の
世
界
は
教
材
の
宝
庫
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
今
回
取

り
扱
っ
た
言
語
教
材
と
し
て
の
価
値
の
他
に
も
へ
そ
の
批
評
性
へ
学
習
者
と

共
有
す
る
同
時
代
性
な
ど
'
多
く
の
教
材
的
価
値
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
よ
り
良
い
教
材
を
発
掘
し
'
自
主
単
冗
編
成
の
試
み
を
'
今
後
も
続
け

て
い
こ
う
と
思
う
。

け
れ
ど
1
方
で
'
教
科
容
教
材
に
つ
い
て
の
不
満
は
残
る
。
教
科
討
教
材

の
な
か
で
戦
後
詩
の
占
め
る
割
合
が
か
な
り
低
い
こ
と
は
'
残
念
で
な
ら
な

い
。
明
治
以
来
の
詩
の
歴
史
は
百
年
あ
ま
り
へ
そ
の
う
ち
の
四
十
年
は
戦
後

詩
の
歴
史
で
あ
る
。
詩
史
的
評
価
の
定
ま
っ
て
い
な
い
詩
で
あ
っ
て
も
'
生

き
の
い
い
へ
生
徒
の
心
に
よ
く
響
く
よ
う
な
詩
は
採
録
し
て
ほ
し
い
と
忠

!
a今

へ
現
代
詩
が
立
っ
て
い
る
地
点
と
詩
教
育
の
現
場
の
間
に
は
、
か
な
り

の
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
現
わ
れ

た
(
な
ん
ら
か
の
外
的
・
内
的
な
主
題
を
言
語
で
表
現
す
る
詩
で
は
な
く
へ

言
語
そ
の
も
の
の
多
様
で
魅
力
的
な
発
現
な
い
し
創
出
を
目
的
と
し
へ
そ
う

し
た
言
語
の
発
現
形
態
な
い
し
創
出
形
憎
心
そ
の
も
の
が
作
品
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
詩
)
は
'
ま
っ
た
-
と
言
っ
て
い
い
は
ど
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
な

い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
へ
現
在
教
科
古
に
採
録
さ
れ
て
い
る
詩

の
特
徴
は
'
(
わ
か
り
や
す
い
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
教
師
に
と
っ
て
は

指
導
が
比
較
的
容
易
な
詩
へ
生
徒
に
と
っ
て
は
理
解
し
や
す
い
　
(
こ
こ
で
言
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う
「
理
解
し
や
す
い
」
と
は
'
内
容
が
浅
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
へ
作
品

の
主
題
に
い
た
る
道
筋
を
と
ら
え
や
す
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
)
詩
が
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
意
味
性
」
　
(
認
識
的
側
面
)
を
重
視

し
た
教
材
の
編
成
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
o
確
か
に
そ

の
な
か
に
深
い
思
想
を
た
た
え
た
詩
教
材
は
、
高
校
生
で
あ
る
彼
ら
に
と
っ

て
高
い
教
材
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
り
'
与
え
続
け
る
こ
と
の
意
義
は
大

き
い
が
へ
し
か
し
'
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
詩
ば
か
り
を
扱
う
こ
と
が
'
詩
の

多
彩
な
魁
力
へ
　
こ
と
ば
の
も
つ
カ
を
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
扱
い
が

た
い
詩
の
な
か
に
も
'
優
れ
た
教
材
価
値
を
持
つ
も
の
が
あ
る
o
教
材
化
の

困
難
な
詩
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
、
詩
の
授
業
を
蛭
小
化
さ
せ
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
「
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
か
ら
駄
目
t
　
で
は
寂

し
い
。
「
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
け
れ
ど
お
も
し
ろ
い
場
合
も
確
か
に
あ
る

の
だ
。
現
在
の
私
に
は
'
そ
れ
ら
の
詩
群
を
教
材
化
す
る
力
益
は
な
い
け
れ

ど
へ
教
材
化
へ
の
試
み
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
'
詩
教
育
の
内
実
を
よ
り
豊

か
な
も
の
に
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

単
元
学
習
を
行
う
な
か
で
'
「
詩
で
教
え
る
」
位
相
の
重
要
性
へ
有
効
性

は
十
分
確
か
め
ら
れ
た
が
'
同
時
に
「
詩
が
教
え
る
」
位
相
の
重
要
性
も
痛

感
し
た
.
補
助
プ
リ
ン
ト
に
載
っ
た
作
品
を
読
み
、
そ
の
詩
人
の
詩
袋
を
倍

り
た
い
と
申
し
出
る
も
の
や
'
詩
作
へ
の
意
欲
を
持
ち
始
め
た
も
の
も
多
か

っ
た
。
今
後
、
機
会
を
見
つ
け
て
は
生
徒
達
に
詩
の
紹
介
を
続
け
て
い
こ
う

と
思
う
。

授
業
の
展
開
に
し
て
も
'
い
た
ず
ら
に
教
材
を
切
り
き
む
の
で
は
な
-
ち

詩
の
材
質
を
生
か
し
た
授
業
展
開
を
し
て
い
き
た
い
。
生
徒
の
多
様
な
解
釈

を
保
証
し
っ
つ
'
生
徒
に
「
生
き
る
武
器
」
を
与
え
た
い
。

い
つ
に
な
っ
た
ら
そ
ん
な
授
業
が
実
現
す
る
だ
ろ
う
か
。
当
分
の
問
私

は
'
「
詩
で
教
え
る
」
位
相
と
「
詩
が
教
え
る
」
位
相
の
問
を
ふ
ら
つ
き
そ

う
で
あ
る
。

-
　
小
海
永
二
r
日
本
戦
後
詩
の
展
望
」
　
「
第
8
車
　
詩
の
言
糞
と
言

葉
の
詩
」
p
二
七
二
五
(
研
究
社
叢
書
)

(
宮
崎
県
立
小
林
高
校
教
諭
)
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資
　
料
　
②

(
資
料
2
-
6
は
到
達
テ
ス
ト
の
生
徒
の
答
案
(
感
想
)
で
あ
る
。
)

「
こ
と
ば
の
実
験
室
」

私
は
昔
か
ら
詩
と
い
う
も
の
は
'
心
情
と
か
へ
風
景
と
か
へ
と
に
か
-
美

し
い
物
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
か
い
て
あ
る
も
の
だ
t
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
'
今
回
の
詩
の
授
業
で
そ
の
考
え
は
1
ベ
ん
で
ひ
っ
く
り
返
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
わ
け
が
分
か
ら
ず
'
あ
の

多
く
の
詩
の
な
か
で
一
つ
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

最
初
の
時
間
の
詩
は
強
烈
だ
っ
た
。
作
者
は
精
神
分
裂
者
で
は
な
い
か
と

疑
っ
た
O
で
・
a
授
業
の
中
で
作
者
の
言
糞
に
対
す
る
思
い
と
い
う
も
の
が
'

ほ
ん
の
少
し
だ
っ
た
が
分
か
っ
た
。
言
兼
と
い
う
も
の
を
巧
み
に
使
い
へ
自

分
独
特
の
言
兼
で
も
言
兼
の
意
味
の
は
ば
を
広
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な

あ
、
と
思
っ
た
。

今
回
の
授
業
で
'
私
達
が
日
常
使
っ
て
い
る
言
糞
の
、
不
思
議
な
力
に
ふ

れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
'
大
変
良
か
っ
た
と
思
う
。

資
　
料
　
③

詩
は
'
難
し
い
表
現
で
殻
を
つ
-
っ
て
い
て
'
な
か
な
か
言
兼
の
中
に
隠

さ
れ
た
意
味
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
へ
い
っ
た

ん
へ
詩
人
が
そ
の
詩
の
中
で
表
現
し
た
か
っ
た
本
当
の
意
味
が
分
か
る
と
'

詩
は
ど
ん
ど
ん
ふ
く
ら
ん
で
'
ま
さ
に
詩
の
世
界
を
作
っ
た
。
特
に
'
鳥
羽

の
詩
は
難
し
く
て
初
め
て
読
ん
だ
と
き
に
は
'
何
が
何
だ
か
さ
っ
ぱ
り
理
解

で
き
な
く
て
'
ほ
ん
と
う
に
こ
の
詩
か
ら
な
に
か
分
か
る
ん
だ
ろ
う
か
と
思

っ
た
。
そ
し
て
へ
二
時
間
の
授
業
の
最
後
で
全
体
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
た

と
き
へ
初
読
の
感
想
と
の
あ
ま
り
の
違
い
に
驚
い
て
し
ま
っ
た
.
ま
た
へ
グ

ル
ー
プ
ご
と
の
授
菜
で
皆
の
色
々
な
意
見
が
聞
け
た
の
も
染
し
か
っ
た
が
'

詩
と
い
う
の
は
読
む
人
に
よ
っ
て
随
分
と
受
け
と
り
方
が
ち
が
っ
て
'
そ
こ

が
ま
た
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
へ
鑑
賞
す
る
方
に
多
く
の
こ
と
を
考

え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
た
ま
に
詩
を
授
某
で
や
る
の
も

新
鮮
で
'
普
段
ほ
と
ん
ど
言
柴
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
の
で
'
本
望
九
は

そ
れ
を
考
え
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

臼
　
S
*
K

こ
れ
ま
で
出
会
っ
て
き
た
詩
は
す
べ
て
へ
言
い
た
い
串
は
'
こ
れ
だ
-
・
と

見
る
か
ら
に
わ
か
る
よ
う
な
詩
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
'
今
度
の
詩
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
最
初
に
読
ん
だ
時
へ
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
'
何
ど
も
何
ど
も
読
ん
で
い
く
う
ち
に
'
こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
何
か
深

い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
'
詩
人
の
心
で
あ
り
'
詩

人
の
鋭
い
視
点
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

私
は
へ
　
こ
の
詩
人
た
ち
が
本
当
に
う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
。
そ
れ
は
へ
　
こ

の
何
の
変
化
も
な
い
平
凡
な
生
活
の
中
の
'
見
す
ご
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な

郡
を
じ
っ
と
見
つ
め
へ
そ
し
て
鋭
い
視
点
か
ら
眺
め
へ
豊
か
な
表
現
力
で
表

わ
し
て
い
る
の
は
、
本
当
に
す
ご
い
と
思
う
。
詩
と
い
う
も
の
は
、
形
式
な

ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
'
自
分
の
心
に
正
直
に
む
く
と
ヘ
　
ス
テ
キ
な
も
の
が
で
き

る
と
思
う
。

a
 
F
i
ォ
」

今
回
の
授
業
で
私
が
感
じ
た
こ
と
は
詩
の
す
ば
ら
し
さ
で
は
な
-
、
言
兼
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の
恐
ろ
し
さ
で
あ
っ
た
。
言
柴
と
い
う
も
の
は
、
私
達
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
私
達
の
意
志
に
よ
り
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
に
自
由
自
在

に
そ
の
姿
を
か
え
て
人
を
ま
ど
わ
し
て
い
る
と
思
う
.
そ
れ
が
洪
字
で
か
か

れ
て
い
る
か
ひ
ら
が
な
か
カ
タ
カ
ナ
か
で
へ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
導
っ

L
t
ぱ
っ
と
瞬
間
に
見
た
時
の
イ
ン
ス
ピ
レ
-
・
ソ
n
ン
と
い
う
か
'
そ
の
も

の
の
意
味
か
ら
で
は
な
-
全
体
か
ら
投
げ
か
け
て
く
る
印
象
は
以
外
と
強
く

私
達
の
心
に
残
り
へ
そ
れ
が
文
章
の
な
か
で
文
の
流
れ
と
は
別
に
勝
手
に
捉

っ
た
り
し
て
し
ま
う
。

私
自
身
詩
を
書
い
て
い
て
も
ま
た
手
紙
を
省
い
て
い
て
も
自
分
の
心
と
言

秦
に
よ
る
表
現
に
い
つ
も
泣
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
へ
そ
ん
な
も
の
だ

ろ
う
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
か
ち
よ
い
言
糞
を
探
ろ
う
と
す
る
の
か
'
こ
れ

は
な
か
な
か
難
し
い
問
滋
で
あ
っ
て
1
度
と
り
つ
か
れ
る
と
逃
げ
ら
れ
な
く

な
り
そ
う
で
と
て
も
こ
わ
い
o
 
L
か
し
へ
言
糞
の
鰯
限
性
こ
そ
が
詩
作
を
す

ば
ら
し
い
も
の
に
し
て
い
る
と
思
う
。

資
　
料
　
⑥

流
れ
て
ゆ
-
の
だ
と
思
っ
た
。
時
と
と
も
に
へ
詩
の
型
ま
で
も
流
れ
て
ゆ

く
の
だ
と
。

型
が
変
わ
る
の
は
t
と
い
う
よ
り
も
、
新
し
い
型
が
で
き
る
と
い
う
の
は

良
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
少
な
-
と
も
私
に
と
っ
て
は
良
い
こ
と
だ
。
親
し

み
易
い
。

言
糞
に
対
し
て
の
作
者
た
ち
の
苦
悩
。
言
糞
を
大
切
に
し
て
い
る
。
言
兼

を
大
切
に
扱
う
人
た
ち
。
言
糞
と
は
大
切
に
使
わ
れ
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う

と
思
う
。
し
か
し
'
使
う
の
に
'
あ
の
作
者
た
ち
の
よ
う
に
深
く
考
え
る
気

は
サ
ラ
サ
ラ
細
い
。
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

詩
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
へ
頭
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
だ
.
想
像
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
o
疲
れ
る
の
は
班
だ
o
け
れ

ど
へ
た
ま
に
は
絞
れ
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ど
と
思
っ
た
.
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