
高
等
学
校
に
お
け
る
詩
の
指
導

-
そ
の
あ
り
方
と
方
法
に
つ
い
て
1

「
　
は
　
じ
　
め
　
に

詩
の
指
導
と
い
う
時
へ
そ
こ
に
は
'
自
ず
か
ら
詩
の
特
性
、
本
質
に
根
ざ

し
た
指
導
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
詩
を
小
説
や
評

論
等
の
散
文
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
た
り
へ
あ
る
い
は
へ
そ
れ
ら
の
特
殊

な
1
分
野
と
い
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い
た
の
で
は
詩
の
本
格
的
な
指
導
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
の
教
育
と
散
文
の
教
育
は
'
は
っ
き
り
分
け
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

我
々
は
通
常
へ
意
味
の
世
界
に
生
き
て
お
り
、
散
文
の
教
育
は
そ
の
世
界

を
よ
り
碓
か
な
も
の
と
し
て
く
れ
る
が
'
詩
の
教
育
は
'
そ
の
意
味
的
世
界

の
桂
棺
か
ら
逆
に
我
々
を
解
き
放
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
頭
は

や
や
も
す
る
と
意
味
的
世
界
の
中
で
硬
直
化
し
が
ち
で
あ
る
が
'
詩
は
'
思

い
が
け
な
い
発
見
や
感
動
へ
飛
躍
を
通
し
て
我
々
の
頭
を
柔
軟
な
所
へ
導
い

て
く
れ
る
。
こ
こ
に
散
文
と
は
異
な
る
詩
の
教
育
の
意
義
が
あ
る
。

石
　
　
原
　
　
元
　
　
秀

二
へ
教
科
書
掲
載
詩
概
観

ど
の
よ
う
な
詩
を
授
業
で
扱
う
か
は
'
指
導
内
容
へ
指
導
方
法
に
直
接
か

か
わ
っ
て
-
る
も
の
で
あ
り
'
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
現
代
詩
の
詩
的
状
況

か
ら
い
っ
て
'
ま
た
、
生
徒
の
想
像
を
様
々
な
世
界
へ
飛
搬
さ
せ
る
た
め
に

も
教
科
古
に
は
'
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
多
彩
な
'
佼
れ
た
詩
作
品
が
用

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
教
科
書
の
詩
に
は
ま
だ
ま
だ
偏
り
が
あ
る
と
い

う
の
が
現
状
で
あ
る
よ
う
だ
。

(
資
料
①
)
　
(
昭
和
六
二
年
度
「
国
語
-
・
Ⅱ
」
一
二
杜
に
掲
載
さ
れ
た

請
)
へ
　
(
持
料
②
)
　
(
昭
和
四
八
年
度
「
現
代
国
語
」
六
杜
に
指
職
さ
れ
た

請
)
を
見
て
へ
教
科
苔
に
は
ど
の
よ
う
な
詩
が
指
犯
さ
れ
て
い
る
か
へ
　
「
現

代
国
語
」
の
時
代
と
「
国
語
I
・
Ⅲ
」
の
時
代
と
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が

あ
る
か
を
見
て
み
た
い
。

(
資
料
①
'
②
)
を
も
と
に
'
詩
史
的
な
観
点
か
ら
'
明
治
期
へ
大
正
期
へ

昭
和
戦
前
期
、
昭
和
戦
後
糊
と
大
ざ
っ
ば
な
時
代
区
分
を
L
へ
　
「
時
間
別
掲

載
詩
数
」
を
表
に
す
る
と
へ
表
-
)
　
の
よ
う
に
な
る
。
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教科苗(国語i・n)掲載詩教材一覧表　　　　　　　　　　　　　　　資　料　①

作 者 題 名 哩 学 角 尚 罪 大 筑 JK 光 .明 右

島崎 藤村 小諸なる古城のほと り I I Ⅱ I Ⅱ

初恋 Ⅱ Ⅱ

千曲川旅情の歌 Ⅱ

北原 白秋 糸 車 Ⅱ

高村光太郎 ぼろぼろな駐鳥 I Ⅱ

火屋が 出て ゐる I

焼けない心臓 I

it I

無口な船長 I

秋の祈 り Ⅱ

晴れゆ く空 I

苛察 I

レモ ン哀歌 I

五月の土壌 Ⅱ

樹下の二人 I I

室生 犀星 寂 しさ春 I I

か もめ I

小景実情 Ⅱ Ⅱ I I I

蝉頃 I

萩原朔太郎 竹 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

中学の校庭 Ⅱ

風船乗 りの夢 Ⅱ Ⅱ

大渡橋 Ⅱ Ⅱ I

月光 と海 月 Ⅱ

こころ Ⅱ

旅上 Ⅱ

艶めか しい墓場 Ⅱ

帰郷 Ⅱ

地面の底 の病気の顔 I

ぎたる弾 くひ と Ⅲ

三好 達治 翌の うへ I I I

郷愁 I I

鶴舗 I

頬白 I

乳母車 刀 I

信号 I

土 I

丸山 煎 さび しい宇田 Ⅱ

伊東 静雄 夏の終わ り I

夕映 I
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作 者 題 名 旺 学 角 尚 節 大 筑 東 光 明 右

中原 中也 一つ のメルヘ ン I I Ⅲ I I I

北 の海 I

六 月の雨 Ⅱ

秋 の日 Ⅱ

月夜 の浜辺 Ⅱ

少年時 Ⅱ

草野 心平 背イ花 I

ぐりまの死 I

富士山 I I

金子 光昭 富士 Ⅱ

しやぼん玉の唄 Ⅱ

夜 Ⅱ

湖水 Ⅱ

宮沢 賢治 永訣の朝 I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ Ⅱ Ⅱ

畷原淑女 I Ⅱ

くらかけ山の雪 I

中野 垂治 歌 I Ⅱ I Ⅱ

原 民喜 コ レガ人間ナノデス Ⅱ

安 西 均 新 しい刃 I

田村 隆一 帰途 Ⅱ Ⅲ

黒 田 三郎 九 月の風 I

そこにひ とつ の席が Ⅱ

山本 太郎 生れた子 に Ⅱ

石垣 りん y y i I Ⅱ

U ! Ⅱ

表札 Ⅱ

空 をかついで I

」 # m 散 る日 I

谷 川俊太郎 芝生 I

りん ごへの固執 I

ネロ I

二十位光年の孤独 I

吉野 弘 雪 の目に I

I was born I

素 直な疑問符 I

新 川 和江 水 Ⅱ

耳 Ⅱ

茨木の り子 は じめての町 I

六 月 I

わた しが一番 きれいだ った とき Ⅲ I

自分の感受性 くらい Ⅱ

根府川 の海 I
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作 者 題 名 旺 学 角 尚 罪 大 筑 東 光 明 右

川 鳥 Ⅱ

中村 稔 凧 I

吉原 幸子 鳥よ I

辻 征夫 落日l 対話窟 Ⅱ

小山 正孝 雪つぶて I

. 青木はるみ 湯 Ⅲ

伊藤比呂美 冬 エ

ジャン.コクトー

(堀口大学訳)

シャボン玉 Ⅱ

耳 Ⅱ

リルケ

(高安国世訳)

春希の内部
Ⅱ

ランボー

(金子光昭訳)
サンサシオン

Ⅱ

※　旺:旺文札　学:学校区)盈　角:角川,三:三省監　尚:尚学図書.罪:節-学習
杜,大:大修館,筑:筑摩,東:東京書籍.光:光村,明:明治書院,右:右文書
院
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(表1)時　期　別　掲　戟　詩　数

時 期
教 科 召 明 治 大 正 昭和戦前 昭和戦後

現代国語 (S 48) 6.5 % 31.6 %
48.7 % (37, 13.2 % (¥

Eg語 I・n (S 62)
6.9 % fe /5Q,38.2 % U g! ,2 % fe )28.2 % 26.7 % 駄 )

向(1)

「
国
語
I
・
Ⅱ
」
に
お
け
る
傾

ア
'
大
正
期
の
詩
人
の
詩
の
採
録

が
最
も
多
-
'
続
い
て
昭
和
戦
前
へ

昭
和
戦
後
、
明
治
期
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
へ
昭
和
戦
前
と
昭
和
戦

後
期
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。

イ
'
作
品
内
容
の
偏
り
-
自
然
へ

季
節
へ
　
人
生
　
(
自
己
の
内
面
を
見
つ

め
る
)
的
な
も
の
が
主
流
と
な
っ
て

お
り
へ
社
会
へ
現
実
を
見
つ
め
た
も

の
　
(
現
実
認
識
・
現
実
批
判
)
へ
愛

と
性
を
扱
っ
た
も
の
へ
　
言
薬
の
面

白
さ
'
不
思
議
さ
を
追
求
し
た
も
の

は
'
極
め
て
少
な
い
。

∽
　
「
現
代
国
語
」
と
の
比
較

ア
'
「
国
語
-
・
Ⅱ
」
に
は
'
現

代
詩
の
先
駆
と
も
な
っ
た
い
わ
ゆ
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
統
の
西
脇
順
三
郎
、

村
野
四
郎
の
詩
が
見
ら
れ
な
い
。

イ
'
「
現
代
国
語
」
に
比
べ
て
'

「
国
語
-
・
Ⅱ
」
に
お
い
て
は
'
戦

後
の
現
代
路
が
大
幅
に
増
加
(
比
率

に
お
い
て
倍
以
上
)
し
た
た
め
へ
作

品
内
容
に
は
ま
だ
ま
だ
偏
り
が
あ
る
も
の
の
へ
以
前
よ
り
は
内
容
的
に

幅
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

∽
　
定
着
詩
人
へ
定
着
詩

「
現
代
国
語
」
　
「
国
語
I
・
Ⅱ
」
を
眺
め
て
'
教
科
書
に
は
ぼ
定
着
し

た
と
み
ら
れ
る
詩
人
と
詩
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

(
定
着
詩
人
)

萩
原
朔
太
郎
へ
高
村
光
太
郎
へ
三
好
達
治
へ
中
原
中
也
へ
宮
沢
賢
治
へ

室
生
犀
星
へ
島
崎
藤
村
へ
茨
木
の
り
子
へ
石
垣
り
ん
へ
谷
川
俊
太
郎

(
定
着
詩
)

「
永
訣
の
朝
」
　
(
宮
沢
賢
治
)
へ
　
「
T
　
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
　
(
中
原
中

也
)
へ
　
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」
　
(
島
崎
藤
村
)
、
「
小
景
巽

惜
」
　
(
室
生
犀
星
)
へ
　
「
竹
」
　
(
萩
原
朔
太
郎
)
へ
　
「
歌
」
　
(
中
封
虫

治
)

以
上
へ
特
徴
的
な
と
こ
ろ
を
挙
げ
た
が
'
教
科
古
詩
の
傾
向
は
、
「
定
着

詩
人
へ
定
着
詩
」
の
項
で
挙
げ
た
も
の
を
見
れ
ば
'
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ

-
。
つ
ま
り
'
萩
原
朔
太
郎
の
「
竹
」
に
代
表
さ
れ
る
象
徴
詩
風
の
も
の
、

高
村
光
太
郎
へ
宮
沢
賢
治
の
理
想
主
義
へ
人
道
主
義
的
な
も
の
へ
　
三
好
達

治
へ
中
原
中
也
の
　
「
四
季
」
派
の
叙
情
詩
が
主
流
で
'
そ
れ
に
茨
木
の
り

子
へ
谷
川
俊
太
郎
な
ど
の
評
価
の
定
ま
っ
て
き
た
戦
後
現
代
詩
が
次
節
に
増

え
つ
つ
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
.
し
か
し
'
詩
史
的
な
組
点
か
ら
見

れ
ば
、
現
代
詩
の
基
盤
を
作
っ
て
き
た
r
詩
と
詩
論
」
　
(
昭
和
三
年
刊
)
　
の

北
川
冬
彦
'
西
脇
順
三
郎
な
ど
の
作
品
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
へ
　
ま
た
へ
戦

後
の
現
代
詩
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
r
荒
地
」
　
(
第
二
次
・
昭
和
二
十
二
年

刊
)
　
の
鮎
川
信
夫
や
三
好
豊
一
郎
な
ど
の
本
格
的
な
現
代
詩
が
見
あ
た
ら
な
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い
こ
と
へ
さ
ら
に
は
'
戦
後
の
現
代
詩
に
新
し
い
叙
情
を
切
り
間
い
た
大
岡

信
の
作
品
が
「
国
語
I
・
Ⅱ
」
で
は
姿
を
消
し
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
へ
詩
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
へ
特
に
戦
後
の
現
代
詩
が
加
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
の
形
式
、
内
容
と
も
に
多
彩
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

詩
の
本
当
の
面
白
さ
を
知
る
た
め
に
は
へ
　
こ
の
現
代
詩
の
世
界
の
多
様
性
に

触
れ
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
旧
来
の
教
科
訂
詩

以
外
の
詩
(
現
在
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
現
代
詩
を
も
含
め
て
)
を
税
極

的
に
教
材
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
教
科
宕
詩
の
動
向
は
必
ず
し
も
暗
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
あ
る
杜
が
「
国
語
Ⅱ
」
で
伊
藤
比
昌
美
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
.

伊
藤
比
呂
美
は
昭
和
三
十
年
生
ま
れ
の
新
進
の
女
流
詩
人
で
も
　
「
性
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
詩
を
多
-
書
い
て
お
り
へ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
注
目
の

詩
人
で
あ
る
.
教
科
苔
に
は
も
ち
ろ
ん
別
な
テ
ー
マ
の
作
品
が
相
賊
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
'
教
科
書
詩
も
徐
々
に
で
は
あ
る
が
'
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
感
触
を
得
た
。

三
、
詩
の
多
様
性
に
即
応
し
た
指
導
法

生
徒
は
、
高
校
三
年
間
で
一
体
ど
れ
-
ら
い
の
詩
に
触
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
教
科
書
を
読
ん
で
い
る
限
り
に
お
い
て
は
'
お
そ
ら
く
十
縮
そ
こ
そ
こ

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
詩
の
面
白
さ
を
知
る
た
め
に
は
'
こ
れ
で
は
絶
対

的
に
員
が
少
な
い
。
多
-
の
詩
に
触
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
指
導
者
の
工
夫
が

必
要
で
あ
る
。
次
は
へ
　
そ
の
工
夫
の
一
例
で
あ
る
。
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∽
　
詩
で
軍
刀
を
組
む
指
導

ア
'
テ
ー
マ
　
(
主
題
)
　
の
同
じ
詩

イ
'
発
想
(
モ
チ
ー
フ
)
　
の
似
た
詩

ウ
'
対
比
的
な
テ
ー
マ
の
詩

右
の
ア
'
イ
'
ウ
は
'
同
一
の
詩
人
の
作
品
で
単
元
を
組
ん
で
も
い
い

し
、
様
々
な
詩
人
の
作
品
で
組
ん
で
も
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
る
た
め
に
は
'
指
導
者
が
ど
れ
だ
け
の
詩
を
知
っ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
現
実
に
は
'
誰
で
も
実
行
す
る
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
'
最
近
で
は
'
様
々
な

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
活
用
す
れ
ば
可
能
で
あ

る
。
小
串
氷
二
編
の
「
日
本
の
名
詩
J
 
r
現
代
の
名
詩
J
　
「
世
界
の
名
詩
」

(
い
ず
れ
も
大
和
苔
房
)
は
参
考
に
な
る
0

∽
一
編
の
詩
を
発
展
へ
拡
散
さ
せ
る
指
導

あ
る
詩
を
ベ
ー
ス
(
基
本
)
に
し
て
も
右
の
嬰
九
を
二
つ
以
上
使
っ
て
'

基
本
の
詩
に
対
置
さ
れ
た
詩
か
ら
さ
ら
に
別
な
詩
へ
と
発
展
さ
せ
る
や
り
方

で
あ
る
。
新
川
和
江
の
「
水
」
を
例
に
と
れ
ば
'
例
え
ば
(
表
2
)
の
よ
う

な
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
新
川
和
江
の
「
水
」
に
'
同
じ
新
川
和
江
の
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い

で
」
を
対
置
し
、
前
者
の
「
愛
」
　
「
や
さ
し
さ
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
は
対
比

的
な
'
後
者
の
「
自
由
」
　
「
解
放
」
と
い
う
や
や
相
反
す
る
テ
ー
マ
の
詩
を

読
む
中
で
'
「
水
」
と
い
う
作
品
の
理
解
を
深
め
へ
さ
ら
に
は
新
川
和
江
と

い
う
詩
人
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
。
こ
れ
は
前
項
の
ウ
の
方
向
で
の
指
導

函
E
S
H
i

次
に
、
「
水
」
の
発
想
の
原
点
で
あ
る
「
蛇
口
よ
り
し
た
た
る
水
の
音
」

に
目
を
つ
け
へ
同
じ
発
想
の
原
点
を
持
っ
た
大
岡
信
の
「
地
名
論
」
を
読
ま

せ
る
。
同
じ
所
か
ら
出
発
し
た
詩
が
'
い
か
に
違
っ
た
展
開
を
見
せ
て
い
る

か
を
読
み
取
ら
せ
る
。
こ
れ
は
前
項
の
イ
の
方
向
で
の
指
導
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
「
地
名
論
」
の
冒
頭
部
に
た
て
続
け
に
出
て
く
る
「
御
茶
の

水
」
　
「
鶴
沼
」
　
「
荻
窪
」
　
「
奥
入
瀬
」
　
「
サ
ッ
ポ
ロ
」
　
「
バ
ル
パ
ラ
イ
ソ
」

「
ト
ン
プ
ク
ー
ウ
-
」
と
い
う
地
名
の
連
続
が
持
た
ら
す
不
思
韻
な
効
果
に

注
目
し
'
谷
川
俊
太
郎
の
「
ネ
ロ
」
の
第
二
逆
に
出
て
来
る
地
名
の
連
続
の

効
果
を
考
え
さ
せ
る
。

ま
た
さ
ら
に
'
「
地
名
論
」
の
終
末
部
の
「
お
お
/
そ
れ
み
よ
/
瀬
田
の

唐
橋
/
雪
駄
の
か
ら
か
さ
」
の
語
呂
あ
わ
せ
的
な
言
菜
の
面
白
さ
に
着
目

し
'
谷
川
俊
太
郎
の
r
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
J
 
t
中
江
俊
夫
の
r
語
愛
染
L

の
何
編
か
を
読
ま
せ
'
言
柴
の
不
思
議
さ
'
豊
か
さ
に
つ
い
て
学
ば
せ
る
。

貿
　
料
　
③
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水

泣
い
て
い
る
の
か
　
夜
更
け
に
台
所
で

ぽ
と
　
ぽ
と
　
と
垂
れ
る
水
滴

ひ陽
の
目
も
見
ず
に

暗
い
下
水
道
へ
流
れ
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を

コ
ッ
プ
に
受
け
よ
う
　
深
い
大
き
な
バ
ケ
ツ
に
も

し

ん

　

か

わ

　

か

ず

　

　

え

新
　
川
　
和
　
江



お
ま
え
は
い
つ
だ
っ
て
　
今
が
は
じ
ま
り

る
と
こ
ろ
が
　
み
な
も
と

ど
ん
な
に
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
と
し
て
も

わ
た
し
を
通
っ
て
ゆ
き
な
さ
い

わ
た
し
は
そ
れ
で
活
力
を
得
て
一
編
の
詩
を
書
き
ま
す

あ
し
た
に
な
っ
た
ら

ユ
リ
の
茎
の
リ
フ
ト
も
昇
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い

階
上
に
は
聖
な
る
礼
拝
堂
が
あ
る

そ
れ
と
も
庭
に
く
る
キ
ジ
ハ
ト
に
飲
ん
で
も
ら
っ
て

思
い
が
け
な
い
方
角
の
空
に
飛
ん
で
行
-
?

あ
あ
　
わ
た
し
が
と
き
ど
き
流
す
一
.
朕
も

ぜ
ひ
そ
の
よ
う
で
あ
り
た
い

FffiSfK

万
象
の
い
の
ち
を
め
ぐ
り

悲
し
み
の
淵
を
ほ
ぐ
し

つ
ね
に
　
つ
ね
に

天
に
向
か
っ
て
朗
ら
か
に
立
ち
昇
っ
て
ゆ
-
-
-

資
　
料
　
④

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で

新
　
川
　
和
　
江

た
は

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で

あ
ら
せ
い
と
う
の
花
の
よ
う
に

白
い
葱
の
よ
う
に

束
ね
な
い
で
く
だ
さ
い
　
わ
た
し
は
稲
穂

秋
　
大
地
が
胸
を
焦
が
す

こ
ん
し
1
C

見
渡
す
か
ぎ
り
の
金
色
の
稲
穂

と

わ
た
し
を
止
め
な
い
で

標
本
箱
の
昆
虫
の
よ
う
に

高
原
か
ら
き
た
絵
糞
古
の
よ
う
に

は
た

止
め
な
い
で
-
だ
さ
い
　
わ
た
し
は
羽
撃
き

こ
や
み
な
-
空
の
ひ
ろ
さ
を
か
い
さ
ぐ
っ
て
い
る

目
に
は
見
え
な
い
つ
ば
さ
の
音

つ

わ
た
し
を
注
が
な
い
で

日
常
性
に
薄
め
ら
れ
た
牛
乳
の
よ
う
に

ぬ
る
い
酒
の
よ
う
に

注
が
な
い
で
く
だ
さ
い
　
わ
た
し
は
海

夜
　
と
ほ
う
も
な
く
満
ち
て
-
る
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t
つ
し
お

苦
い
潮
　
ふ
ち
の
な
い
水

わ
た
し
を
名
付
け
な
い
で

娘
と
い
う
名
　
妻
と
い
う
名

重
々
し
い
母
と
い
う
名
で
し
つ
ら
え
た
座
に

坐
り
き
り
に
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
　
わ
た
し
は
凪

り
ん
ご
の
木
と

泉
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
る
風

わ
た
し
を
区
切
ら
な
い
で

n
.
¥
▼
　
　
ど
リ
・
寸
ト

.
や
・
い
く
つ
か
の
段
落

そ
し
て
お
し
ま
い
に
「
さ
よ
う
な
ら
」
が
あ
っ
た
り
す
る
手
紙
の
よ
う

▼
」
ま

こ
ま
め
に
け
り
を
つ
け
な
い
で
く
だ
さ
い
　
わ
た
し
は
終
り
の
な
い
文

章
川
と
同
じ
に

は
て
し
な
く
流
れ
て
い
く
　
拡
が
っ
て
い
-
一
行
の
詩

資
　
料
　
⑤

地
　
名
　
論

水
道
管
は
う
た
え
よ

笥
利
は
流
れ
て

大
　
岡
　
　
　
信

輩
沼
に
溜
り

到
矧
叫
に
落
ち

奥
八
潮
で
輝
け

刊
~
判
判
叫

バ
ル
バ
ラ
イ
ソ

-
,
Y
刀
列
-
ウ
I
は

耳
の
中
で

雨
垂
れ
の
よ
う
に
延
び
つ
づ
け
よ

奇
体
に
も
懐
か
し
い
名
前
を
も
っ
た

す
べ
て
の
土
地
の
精
霊
よ

時
間
の
列
柱
と
な
っ
て

お
れ
を
包
ん
で
く
れ

お
お
　
見
知
ら
ぬ
土
地
を
限
り
な
く

数
え
あ
げ
る
こ
と
は

ど
う
し
て
人
を
こ
の
よ
う
に

音
楽
の
房
で
い
っ
ぱ
い
に
す
る
の
か

燃
え
あ
が
る
カ
ー
テ
ン
の
上
で

煙
が
風
に

形
を
あ
た
え
る
よ
う
に

名
前
は
土
地
に

波
動
を
あ
た
え
る

土
地
の
名
前
は
た
ぶ
ん

光
で
で
き
て
い
る
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外
国
な
ま
り
が
ベ
ニ
ス
と
い
え
ば

し
ら
み
の
混
じ
っ
た
ベ
ッ
ド
の
下
で

暗
い
水
が
噴
く
だ
け
だ
が

お
お
　
ヴ
エ
ネ
-
ツ
ィ
ア

故
郷
を
離
れ
た
赤
毛
の
娘
が

叫
べ
ば
　
み
よ

広
場
の
石
に
光
が
溢
れ

風
は
鳩
を
受
胎
す
る

封刊
叫
刊
H
叫

漸
川
の
f
t
紙

雪
駄
の
か
ら
か
さ

東
京
は

い
つ
も

曇
り

資
　
料
　
⑥

ネ

　

ロ-
愛
さ
れ
た
小
さ
な
犬
に
-

谷
　
川
　
俊
太
郎

も
う
じ
き
又
夏
が
や
っ
て
-
る

お
前
の
舌

お
前
の
限

お
前
の
昼
寝
姿
が

今
は
っ
き
り
と
僕
の
前
に
よ
み
が
え
る

は
と

お
前
は
た
っ
た
二
回
程
夏
を
知
っ
た
だ
け
だ
っ
た

僕
は
も
う
十
八
回
の
夏
を
知
っ
て
い
る

そ
し
て
今
僕
は
自
分
の
や
又
自
分
の
で
な
い
い
ろ
い
ろ
の
夏
を
思
い
出

し
て
い
る

ン
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
夏

よ
と淀

の
夏

ウ
イ
リ
ア
ム
ス
バ
-
　
椛
の
安

男
っ
の
現

そ
し
て
僕
は
考
え
る

人
間
は
い
っ
た
い
も
う
何
回
融
の
夏
を
知
っ
て
い
る
の
だ
そ
っ
と

ネ
ロ

も
う
じ
き
又
夏
が
や
っ
て
く
る

し
か
し
そ
れ
は
お
前
の
い
た
夏
で
は
な
い

又
別
の
夏

全
く
別
の
夏
な
の
だ

新
し
い
夏
が
や
っ
て
く
る
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そ
し
て
新
し
い
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
僕
は
知
っ
て
ゆ
く

美
し
い
こ
と
　
み
に
-
い
こ
と
　
僕
を
元
気
づ
け
て
く
れ
る
よ
う
な
こ

と
　
僕
を
か
な
し
く
す
る
よ
う
な
こ
と

そ
し
て
僕
は
質
問
す
る

い
っ
た
い
何
だ
ろ
う

S
K
I

い
っ
た
い
何
故
だ
ろ
う

い
っ
た
い
ど
う
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
と

・ネロ
お
前
は
死
ん
だ

誰
に
も
知
れ
な
い
よ
う
に
ひ
と
り
で
遠
く
へ
行
っ
て

お
前
の
声

お
前
の
感
触

お
前
の
気
持
ま
で
も
が

今
は
っ
き
り
と
僕
の
前
に
よ
み
が
え
る

し
か
し
ネ
ロ

も
う
じ
き
又
夏
が
や
っ
て
く
る

新
し
い
無
限
に
広
い
夏
が
や
っ
て
く
る

そ
し
て

僕
は
や
っ
ぱ
り
歩
い
て
ゆ
く
だ
ろ
う

新
し
い
夏
を
む
か
え
　
秋
を
む
か
え
　
冬
を
む
か
え
　
春
を
む
か
え

'
t
一
L
つ更

に
新
し
い
夏
を
期
待
し
て

す
べ
て
の
新
し
い
こ
と
を
知
る
た
め
に

そ
し
て

み
で
か

す
べ
て
の
僕
の
質
問
に
自
ら
答
え
る
た
め
に

資
　
料
　
⑦

の
の
は
な

は
な
の
の
の
の
は
な

は
な
の
な
な
あ
に

な
ず
な
な
の
は
な

な
も
な
い
の
ば
な

きな
ん
の
き
こ
の
き

こ
の
き
は
ひ
の
き

り
ん
き
に
せ
ん
き

き
で
や
む
あ
に
き

な
ん
の
き
そ
の
き

そ
の
き
は
み
ず
き

た
ん
き
は
そ
ん
き

あ
し
た
は
て
ん
き
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な
ん
の
き
あ
の
き

あ
の
さ
は
た
ぬ
き

ぼ
け
そ
こ
な
っ
て

あ
お
い
き
と
い
き

谷
　
川
　
俊
太
郎
　
「
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
」
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第
十
二
幸

鯉こ
い
こ
い

来
い

悲来
い

故
意

行
為

好
意

鵜
呑
み
だ

鷲
捉
み
だ

千
鳥
足
だ

ね
こ
ば
ば
だ

た
ぬ
き
ね
い
り
だ

ひ
ょ
う
た
ん
な
ま
ず
だ

う
の
眼
た
か
の
眼
だ

た
こ
お
ど
り
だ

す
ず
め
の
涙
だ

ね
こ
か
わ
い
が
り
だ

い
た
ち
の
み
ち
き
り
だ

行
為

-103-
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川
　
小
・
中
・
高
の
連
携

こ
れ
は
詩
の
指
導
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
'
高
等
学
校
の
国
語
の
教

師
は
'
小
学
校
へ
中
学
校
で
国
語
の
教
科
苗
に
ど
の
よ
う
な
教
材
が
指
職
さ

れ
へ
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
に
指
導
さ
れ
て
い
る
の
か
へ
案
外
知
っ
て
い

な
い
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
o
義
務
教
育
の
段
階
で
ど
の
よ
う
な
詩
が

教
え
ら
れ
て
い
る
か
へ
ま
た
ど
の
よ
う
な
詩
が
教
え
ら
れ
て
い
な
い
の
か
を

知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
高
等
学
校
の
国
語
の
教
師
に
と
っ
て
'
今
後
の

指
導
方
針
と
も
か
か
わ
り
へ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

多
様
な
詩
に
触
れ
さ
せ
'
生
徒
の
思
考
を
柔
軟
な
も
の
に
す
る
た
め
に

は
'
高
等
学
校
以
前
の
段
階
で
の
指
導
内
容
に
も
っ
と
我
々
が
興
味
を
持
つ

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
へ
小
・
中
学
校
の
成
果
を
相
ま
え
て
伸

ば
し
て
い
く
べ
き
も
の
へ
あ
る
い
は
へ
新
た
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が
見
え
て
き
'
詩
の
指
導
は
'
偏
っ
た
も
の
と
な
ら
ず
'
=
n
か
な
も
の
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
感
動
の
原
点
を
捉
え
る
指
導

1
絹
の
詩
が
創
作
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
へ
そ
の
詩
が
作
ら
れ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
言
葉
へ
イ
メ
ー
ジ
(
言
糞
と
イ
メ
ー
ジ
は
表
芸
一
体
の
も
の
で

あ
る
)
が
必
ず
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
へ
そ
の
詩
の
理

解
へ
印
象
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
詩
の
指
導
に
お
い

て
は
'
指
導
者
が
、
こ
れ
ら
の
言
柔
や
イ
メ
ー
ジ
が
1
編
の
詩
の
ど
こ
に
隠

さ
れ
'
ま
た
現
れ
て
い
る
か
を
的
確
に
抑
え
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

今
へ
仮
に
こ
の
詩
が
作
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
言
糞
や
イ
メ
ー
ジ
へ

あ
る
い
は
、
T
編
の
詩
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
言
某
や
イ
メ
ー
ジ
を
詩
の

キ
ー
・
ワ
ー
ド
へ
キ
-
・
イ
メ
ー
ジ
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
と
へ
　
こ
の

キ
ー
・
ワ
ー
ド
へ
キ
ー
・
イ
メ
工
ソ
を
抑
え
れ
ば
'
詩
の
感
動
の
原
点
に
立

ち
返
り
'
詩
の
創
作
の
現
場
に
立
ち
会
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
0
詩
の
理
解
や
鑑
賞
は
'
作
者
の
原
体
験
へ
　
つ
ま
り
、
作
品
を
作
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
生
の
感
動
や
発
見
に
接
近
す
れ
ば
す
る
は
ど
深
い
も
の
と
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
が
'
小
説
な
ど
の
他
の
文
学
作
品
の
事
受
の
仕
方
と
は
異
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
詩
に
お
い
て
は
へ
そ
の
作
品
を
作
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
生
の
モ
チ
ー
フ
や
素
材
が
読
む
者
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
缶
要
と

な
っ
て
-
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
宮
沢
賢
治
の
「
永
訣
の
朝
」
に
お
け
る
キ
-
・
ワ
ー
ド
(
キ
ー
・

セ
ン
テ
ン
ス
)
は
「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
」
と
い
う
呪
文
め
い

た
言
葉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
言
小
班
が
こ
の
私
の
原
点
と
な
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
し
へ
　
こ
の
言
兼
が
な
け
れ
ば
こ
の
詩
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
0

こ
の
言
柴
の
繰
り
返
し
に
よ
る
呪
文
め
い
た
-
-
ン
(
育
.
a
に
よ
る
イ
メ
ー

ジ
)
は
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
探
-
か
か
わ
っ
て
い
る
。
「
永
訣
の
朝
」
を

指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
は
'
こ
こ
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

I
Bさ

ら
に
も
う
少
し
っ
っ
こ
め
ば
'
「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
」
は
'
ま
さ
に
こ
の
詩

の
キ
ー
・
ワ
・
:
1
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
言
薬
か
ら
生
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、

キ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
」
は
詩
中
で
'
「
み
ぞ
れ
」

「
あ
め
ゆ
き
」
　
「
雪
」
　
「
雪
と
水
」
　
「
ゆ
き
」
と
言
薬
を
変
え
て
現
れ
る

が
へ
こ
の
言
丑
の
置
き
換
え
に
伴
う
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
は
'
作
者
の
心
の
変
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化
そ
の
も
の
で
あ
り
'
感
動
の
高
ま
り
そ
の
も
の
で
も
あ
る
o
　
「
暗
」
か
ら

「
明
」
へ
'
「
醜
」
か
ら
「
美
」
　
へ
'
「
淘
」
か
ら
「
清
」
　
へ
と
い
う
賢
治

の
心
の
浄
化
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
そ
の
詩
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
そ
の

詩
の
感
動
へ
発
見
を
よ
り
生
の
も
の
と
し
て
へ
そ
の
詩
の
創
作
の
場
に
立
ち

返
っ
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
へ
そ
の
詩
の
構
成

(
構
造
)
も
見
え
て
-
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

詩
人
の
川
崎
洋
は
へ
　
そ
の
著
者
r
詩
の
生
ま
れ
る
と
き
」
　
(
日
本
放
送
出

版
協
会
)
　
の
中
で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

パ
ン
を
作
る
に
は
パ
ン
種
が
必
要
な
よ
う
に
も
詩
に
も
へ
そ
の
も
と
に

な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
や
っ
て
そ
の
も
と
を
見
つ
け
へ
あ
る
い
は
そ
の
も
と
に
出
く
わ

し
'
そ
し
て
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
よ
っ
て
へ

詩
が
生
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

「
お
っ
」
と
思
っ
た
り
'
「
す
ご
い
!
」
と
思
っ
た
り
'
「
う
む
」
と

思
っ
た
り
'
何
か
普
通
で
は
な
い
気
持
-
も
し
そ
れ
を
オ
ッ
シ
ロ
グ
ラ
フ

に
と
る
こ
と
が
で
き
た
ら
へ
平
常
の
そ
れ
よ
り
う
ん
と
大
き
な
ゆ
れ
を
グ

ラ
フ
に
示
す
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
'
そ
ん
な
「
!
」
が
、
ま
ず
詩
の
も
と

を
も
た
ら
し
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
詩
の
も
と
は
'
い
つ
の
場
合
で
も
'
完
成
し
た
作
品
に

そ
の
ま
ま
は
っ
き
り
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。ち

ょ
う
ど
'
ト
ウ
フ
に
へ
　
そ
の
も
と
で
あ
る
大
豆
の
形
が
な
い
よ
う

に
。も

ち
ろ
ん
へ
ナ
ッ
ト
ウ
の
よ
う
に
'
も
と
の
大
豆
が
ま
る
ご
と
形
を
と

ど
め
て
い
る
詩
も
あ
り
ま
す
が
。

詩
に
は
'
「
ナ
ッ
ト
ウ
型
」
の
も
の
と
「
ト
ウ
フ
型
」
の
も
の
が
あ
る
と

い
う
川
崎
氏
の
指
摘
は
'
詩
を
指
導
す
る
も
の
に
と
っ
て
実
に
興
味
深
い
も

の
で
あ
る
。
一
編
の
詩
を
読
ん
で
へ
そ
の
詩
の
も
と
に
な
る
も
の
が
見
え
て

-
れ
ば
'
読
む
者
に
と
っ
て
詩
は
1
層
興
味
深
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
作

者
の
感
動
へ
発
見
の
原
点
-
日
常
生
活
の
常
識
が
ゆ
ら
ぐ
瞬
間
を
経
験
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
'
生
徒
に
と
っ
て
詩
は
も
っ
と
も
っ
と
興
味
深
く
'
楽
し

く
'
ま
た
有
益
な
も
の
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
奴
点
に
立
て
ば
'
ま
ず
「
ナ
ッ
ト
ウ
型
」
の
詩
を
多
く
生
徒

に
与
え
へ
詩
に
対
す
る
理
解
を
深
め
へ
詩
を
読
む
時
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
を

学
ば
せ
'
鑑
賞
眼
を
磨
き
へ
そ
の
上
で
「
ト
ウ
フ
型
」
の
詩
を
与
え
る
と
い

う
指
導
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
ナ
ッ
ト
ウ
型
」
の
詩
が
や
さ
し

-
て
'
「
ト
ウ
フ
型
」
の
詩
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な

い
の
で
、
生
徒
の
発
達
段
階
を
見
て
教
材
は
精
選
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。先

に
挙
げ
た
新
川
和
江
の
「
水
」
　
(
資
料
③
)
は
'
「
ナ
ッ
ト
ウ
型
」
に

属
す
る
詩
で
あ
る
。
感
動
の
原
点
を
捉
え
る
指
導
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
へ

こ
の
詩
を
指
導
す
る
際
に
は
'
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
(
「
お
ま
え
は
い
つ
だ
っ
て
　
今
が
は
じ
ま
り
/
い
ま
在
る
と
こ
ろ

が
み
な
も
と
」
を
問
芯
に
す
る
)
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こ
の
詩
の
学
習
に
入
る
前
に
'
こ
の
詩
の
印
象
に
残
っ
た
箇
所
を
生
徒
に

指
摘
さ
せ
る
と
'
「
あ
し
た
に
な
っ
た
ら
/
ユ
リ
の
茎
の
リ
フ
ト
も
昇
っ
て

ご
ら
ん
な
さ
い
/
階
上
に
は
聖
な
る
礼
拝
堂
が
あ
る
」
と
「
万
象
の
い
の
ち

を
め
ぐ
り
/
悲
し
み
の
淵
を
ほ
ぐ
し
/
つ
ね
に
　
つ
ね
に
/
天
に
向
か
っ
て

朗
ら
か
に
立
ち
昇
っ
て
ゆ
く
-
-
」
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
箇
所
に

柴
申
し
、
「
お
ま
え
は
い
つ
だ
っ
て
今
が
は
じ
ま
り
/
い
ま
在
る
と
こ
ろ
が

み
な
も
と
」
を
指
摘
す
る
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
生
徒
に
と
っ

て
詩
と
は
'
美
し
い
も
の
へ
　
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
へ
夢
の
よ
う
な
表
現
で

あ
る
よ
う
だ
。

こ
の
　
「
お
ま
え
は
-
-
み
な
も
と
」
の
箇
所
は
、
一
つ
の
理
屈
で
あ
る

が
'
我
々
が
普
段
見
落
と
し
が
ち
な
新
し
い
発
見
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
こ
そ

が
、
こ
の
詩
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
(
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
)
　
で
あ
り
'
こ
こ
か

ら
生
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
こ
の
詩
の
キ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
水
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
新
鮮
さ
へ
不
滅
性
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
へ
　
こ
の
こ
と

が
こ
の
詩
の
テ
ー
マ
と
直
接
に
か
か
わ
っ
て
-
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
の
発
見
が
な
け
れ
ば
'
お
そ
ら
く
こ
の
詩
は
成
立
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

②
　
(
「
わ
た
し
が
と
き
ど
き
流
す
涙
」
を
問
題
に
す
る
)

こ
の
詩
の
第
四
連
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
涙
」
と
い
う
言
糞
が
で
て
き
た
の

か
。
そ
れ
は
'
節
1
連
の
蛇
口
か
ら
垂
れ
る
水
滴
と
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
つ
な

が
り
か
ら
で
あ
る
。
涙
-
水
=
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
活
力
)
と
い
う
図
式
が
成
り

立
ち
'
作
者
に
と
っ
て
の
涙
と
は
、
詩
を
雷
く
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
活

力
)
-
感
動
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
へ
　
こ
の
部
分
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
こ
の
詩
の
テ
ー
マ

に
迫
る
こ
と
が
で
き
へ
ま
た
抗
一
迎
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
'
起
承
転
結
と
い
う

こ
の
詩
の
構
成
を
も
捉
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

玉
も
詩
論
の
必
要
性

詩
の
面
白
さ
が
分
か
る
た
め
に
は
'
多
く
の
詩
作
品
に
触
れ
る
こ
と
が
'

絶
対
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
が
へ
そ
の
一
方
で
、
す
ぐ
れ
た
詩
論
を
読
む
こ

と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
鑑
裳
へ
享
受
に
資
す
す
ぐ
れ
た
詩
論
を
'

導
入
の
段
階
で
'
ま
と
め
の
段
階
で
'
あ
る
い
は
次
の
詩
作
品
へ
の
発
展
の

段
階
等
で
適
宜
生
徒
に
与
え
て
い
-
こ
と
は
詩
の
班
解
を
深
め
へ
自
発
的
に

詩
を
読
む
力
を
生
徒
に
付
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ll
-
黙
し
‥
L
‥
に
心
>
.
-
j
?
.
.
U
-
~
:
'
l

「
国
語
I
・
Ⅱ
」
の
教
科
書
へ
十
二
杜
を
調
べ
た
と
こ
ろ
へ
掲
載
さ
れ
て

い
た
詩
論
は
(
資
料
⑨
)
の
ご
と
-
で
あ
っ
た
。

十
二
社
中
の
六
社
に
し
か
詩
論
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
へ
詩
作
品
以

上
に
極
め
て
数
が
少
な
い
。

詩
論
は
、
大
き
く
、
本
質
論
へ
方
法
論
へ
作
品
論
へ
詩
人
論
へ
状
況
論
に

分
け
ら
れ
る
が
'
教
科
書
の
詩
論
は
'
本
質
論
へ
方
法
論
が
主
流
の
よ
う
で

あ
る
。
具
体
的
な
作
品
に
即
し
た
(
作
者
の
自
解
も
含
め
て
)
作
品
論
が
も

っ
と
掲
載
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
.
ま
た
、
詩
史
的
な
組
点
か
ら
見

た
状
況
論
も
現
代
詩
を
理
解
す
る
上
で
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

∽
ど
の
よ
う
な
詩
論
を
読
ま
せ
る
か

と
り
あ
え
ず
ど
の
よ
う
な
詩
論
を
生
徒
に
与
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
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教科書(国語i・n)掲載詩論一覧表　　　　　　　　　　　　　　　資　料　⑨

表 題 作 者 教科書

詩のこころを読む ( r詩のこころを読むJ ) 茨木のり子 角川 Ⅱ

想像力 ( r現代詩入門J ) 木原 孝一 筑摩 I

詩 と感情生活 ( r日本の押惰詩」) 鮎川 信夫 筑摩 Ⅱ

昨 日今日など ( r散文j ) 谷川俊太郎 光村 I

詩のこころ ( 「詩のたのしさ」) 鴫同 居 尚学 I

「ある日ある時」について 只EEl 三郎 尚学 I

ことばの力 ( rことばの力」) 大岡 信 第一 I

愛の詩について ( r詩の教室 I J ) 大岡 信他 第一 I

「ネロ」について ( r私はこうして詩を作るJ ) 谷川俊太郎 第一 Ⅱ

で
あ
る
が
'
「
詩
と
は
何
か
」
　
「
詩
は
い
か
に
書
く
か
」
と
い
っ
た
大
上
段

に
杓
え
た
本
質
論
や
方
法
論
で
は
な
-
て
、
次
の
よ
う
な
比
較
的
平
易
な
も

の
が
よ
い
。

ア
'
詩
と
の
出
会
い
を
語
る
も
の
　
(
資
料
⑳
)

イ
'
詩
の
創
作
現
場
に
触
れ
た
も
の
　
(
資
料
⑪
'
⑫
)

ウ
'
詩
の
感
動
の
原
点
を
探
る
も
の
　
(
資
料
⑫
'
⑫
)

資
　
料
　
⑳

つ
ち

み
つ
め
る
土
地
の
底
か
ら
'

奇
妙
き
て
れ
つ
の
手
が
で
る
'

足
が
で
る
'

く
び
が
で
し
ゃ
ば
る
'

諸
君
へ

こ
い
つ
は
い
っ
た
い
、

な
ん
と
い
ふ
釈
鳥
だ
い
o

つ

一

つ

み
つ
め
る
土
地
の
底
か
ら
'

馬
鹿
づ
ら
を
し
て
'

手
が
で
る
'

足
が
で
る
'

く
び
が
で
し
ゃ
ば
る
。

私
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
'

そ
れ
こ
そ
へ
　
こ
れ
は
「
い
っ
た
い
へ
な
ん
と
い

う
」
表
現
だ
ろ
う
と
お
も
っ
た
。
「
死
」
と
「
手
へ
足
へ
首
」
。
「
驚
烏
」
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に
い
た
っ
て
は
'
そ
れ
が
「
死
」
と
ど
う
む
す
ぴ
つ
く
の
か
。
文
章
構
成
の

常
識
か
ら
い
っ
て
へ
　
こ
の
七
行
の
言
責
の
綴
り
に
ほ
と
ん
ど
ム
リ
は
な
い
。

1
1
汀
こ
け
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
「
死
」
と
い
う
標
題
と
七
行
と

を
あ
わ
せ
る
と
'
い
っ
た
い
何
を
表
現
し
た
の
か
理
論
的
に
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
い
ま
で
も
私
は
へ
　
こ
の
詩
を
う
ま
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。こ

こ
で
普
通
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
'
死
に
つ
い
て
の
作
者
の
組
念
'
死

を
め
ぐ
る
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
へ
ま
た
は
地
下
に
眠
る
死
者
の
姿
へ
な
ど
で
あ

る
。
も
し
-
は
地
下
に
よ
こ
た
わ
っ
て
後
も
'
死
者
の
生
命
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
あ
っ
て
　
(
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
死
に
つ
い
て
の
作
者
の
観
念
の
投
影
だ

け
れ
ど
も
)
へ
そ
れ
が
地
上
に
手
を
出
し
足
を
出
し
'
首
を
出
す
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
鷲
烏
」
は
奇
妙
な
生
き
も
の
の
表
象
と
い
う
こ
と

に
な
る
L
へ
無
様
な
生
き
も
の
の
比
職
と
い
う
こ
と
に
な
る
.
そ
う
す
る
と

地
下
に
あ
る
死
者
の
生
命
は
'
「
鷲
鳥
」
の
よ
う
に
奇
妙
な
形
で
う
ご
め

き
'
そ
の
手
や
足
や
首
が
地
上
に
出
し
ゃ
ば
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

と
き
「
死
」
は
私
ど
も
の
　
「
生
」
の
残
像
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
い
や
へ

「
死
」
は
す
で
に
「
生
」
の
中
に
原
型
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
萩
原
朔
太
郎

に
と
っ
て
'
「
死
」
は
こ
う
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
。

私
の
こ
の
解
釈
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
解

釈
で
、
誰
に
も
通
じ
る
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
理
論
的
に
解
く
こ
と
の

で
き
な
い
表
現
を
し
た
詩
な
の
だ
か
ら
へ
作
者
の
趣
意
か
ら
外
れ
た
解
釈

や
へ
そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な
解
説
が
出
て
-
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

引
川
引
解
き
に
く
い
表
現
の
作
品
を
'
十
八
歳
の
少
年
が
的
喝
は
瑚
蛸

u
d
付
利
が
同
い
:
(
叫
ゝ
 
~
州
:
;
*
O
!
J
c
i
は
'
i
O
-
:
i
l
l
i
j
f
S
S
i
>
-
'
,
^
j
i
!
-
瀬
川
q

川
舶
司
‥
蝣
s
-
r
-
r
-
C
^
K
'
t
川
、
‥
目
し
~
U
た
I
M
小
目
司
u
d
L
.
づ
J
J
引

R
i
-
S
-
T
f
c
J
i
K
刊
q
叫
が
-
K
-
た
Q
1
-
^
t
.
r
叶
一
V
C
-
3
Q
J
訓
封
つ

~
坊

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
も
う
少
し
-
わ
し
-
迫
っ
て
み
る
と
'
そ
の
手
や
足
や
首
は
'

死
に
つ
い
て
の
作
者
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
と
し
て
'
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
手

や
足
や
首
は
'
7
欝
の
詩
の
形
成
に
と
っ
て
'
ど
う
い
う
役
割
を
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
詩
の
魅
惑
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
'
問
湖
は
む
し
ろ

こ
の
点
に
あ
る
。

こ
の
詩
を
読
む
に
あ
た
っ
て
'
読
者
が
萩
焼
朔
太
郎
の
作
品
の
性
質
に
つ

い
て
へ
あ
ら
か
じ
め
一
応
の
知
識
を
も
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
が
へ
　
し
か
し
そ
う
い
う
事
前
の
知
識
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
'
こ

れ
が
一
種
の
-
萩
原
朔
太
郎
流
の
象
徴
的
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
に

ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
象
徴
詩
で
あ
る
。
象
徴
詩
の
手
法
で
描
き
出
し
た
世

界
で
あ
る
。
た
と
え
そ
こ
ま
で
分
か
ら
な
く
て
も
'
こ
れ
が
な
に
か
の
形
容

か
比
崎
で
あ
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
1
筋
の
詩
と
し
て
'
何
ご
と
か
を
語
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
象
徴
詩
は
あ
る
即
物
(
こ
の
場
合
は
手
へ
足
へ
首
へ
鷲

鳥
な
ど
)
や
事
象
を
と
お
し
て
'
そ
れ
を
1
定
の
象
徴
的
事
物
に
転
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
こ
に
本
来
の
事
物
や
事
象
と
は
別
個
の
観
念
を
形
成
し

(
ま
た
は
別
個
の
観
念
を
読
者
に
あ
た
え
)
へ
そ
れ
の
迅
鎖
や
組
合
せ
や
相

互
反
応
か
ら
、
そ
こ
に
一
個
の
あ
た
ら
し
い
詩
的
世
界
を
創
造
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
詩
で
大
事
な
こ
と
は
'
「
土
地
の
底
か
ら
」
手
、
足
へ

首
が
出
し
ゃ
ば
る
奇
妙
な
ヴ
ィ
ジ
m
ン
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
よ
り

も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
象
徴
的
事
物
を
と
お
し
て
'
そ
こ
に
創
造
さ
れ
る
詩
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的
世
界
-
作
者
が
語
ろ
う
と
し
た
死
の
姿
や
観
念
が
こ
う
い
う
詩
に
な
り
'

そ
れ
が
作
品
と
し
て
の
興
趣
を
そ
そ
る
こ
と
を
知
る
点
に
あ
る
o
刊
川
副
の

骨
の
租
が
甘
廿
で
あ
っ
た
よ
う
に
'
詩
の
〓
打
一
行
を
は
っ
き
り
と
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
で
い
て
㌫
和
.
心
に
さ
そ
わ
れ
る
人
は
、
一

打
の
作
品
と
し
て
創
造
さ
れ
た
こ
の
詩
の
詩
的
世
界
に
魅
惑
さ
れ
た
の
で
あ

打
別
M
喜

(
伊
藤
信
吾
r
詩
の
世
界
j
)

(
傍
線
は
石
原
に
よ
る
)

資
　
料
　
⑪

(
感
性
の
ト
ル
ソ
ー
現
象
再
説
)

或
る
日
へ
半
分
に
割
れ
た
皿
の
片
方
を
'
ご
み
箱
で
見
つ
け
ま
し
た
。
そ

の
と
き
私
は
'
割
れ
る
前
の
完
全
な
円
形
の
皿
を
'
ご
-
自
然
に
思
い
浮
か

べ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
ふ
だ
ん
、
1
枚
の
円
形
の
皿
を
見
て
も
'
完
全
な
円

形
と
い
う
こ
と
を
さ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
は
意
識
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
'
半
分

に
割
れ
て
し
ま
っ
た
皿
を
見
た
こ
と
で
'
1
個
の
完
全
な
円
形
の
皿
を
意
識

し
た
の
は
面
白
い
こ
と
で
し
た
。

Ⅲ
車
で
私
は
感
性
の
ト
ル
ソ
ー
現
象
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
へ
両
腕
の

な
い
-
ロ
の
ビ
ー
ナ
ス
像
が
'
そ
れ
を
見
る
人
に
'
元
の
腕
の
状
態
を
想
像

さ
せ
る
と
述
べ
ま
し
た
が
'
私
が
半
分
の
皿
を
見
た
と
き
の
心
理
状
態
も
そ

れ
に
似
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
私
の
場
合
は
元
の
形
を
想
像
す
る
の
は
瞬
時

に
完
了
し
た
わ
け
で
す
が
へ
半
分
の
皿
が
全
体
の
皿
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
た

不
思
議
な
作
用
に
強
く
心
を
惹
か
れ
'
そ
れ
を
詩
に
召
こ
う
と
試
み
ま
し

た
。
し
か
し
う
ま
く
ゆ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
と
き
は
そ
の
ま

ま
で
打
ち
切
り
ま
し
た
。
打
ち
切
っ
て
時
の
熟
す
の
を
待
つ
は
う
が
い
い
と

い
う
こ
と
を
'
そ
れ
ま
で
の
経
験
で
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

私
の
場
合
へ
詩
は
'
何
か
が
新
し
い
意
味
を
ふ
く
み
へ
し
か
し
そ
の
正
体

が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
態
で
'
私
を
訪
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
.
そ
れ

は
'
既
知
の
事
柄
の
中
に
未
知
の
稀
子
が
こ
ぼ
れ
た
状
態
と
で
も
言
え
る
で

し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
既
知
の
物
の
見
方
で
は
す
ら
す
ら
と
召
け
な
い
の
が

当
然
だ
と
私
は
考
え
へ
無
理
に
は
書
か
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
放
充
す
る
わ

け
で
は
な
く
へ
時
間
を
借
り
る
わ
け
で
す
。

こ
の
皿
の
件
か
ら
少
し
た
っ
て
へ
私
の
長
女
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
'
間
も

な
く
、
生
命
保
険
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
私
は
「
ず
い
ぶ

ん
'
お
耳
が
早
い
」
と
黙
い
て
み
せ
ま
し
た
O
す
る
と
セ
ー
ル
ス
マ
ン
は

「
え
え
へ
商
売
柄
へ
赤
ち
ゃ
ん
の
匂
い
に
は
鼻
が
利
く
ほ
う
で
し
て
-
」
と

答
え
た
も
の
で
す
。
セ
ー
ル
ス
マ
ン
は
も
ち
ろ
ん
へ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子

ど
も
の
匂
い
を
芳
香
の
つ
も
り
で
当
意
即
妙
に
答
え
た
の
で
す
が
へ
生
命
保

険
は
人
間
の
生
命
が
死
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
基
礎
に
し
た
仕
組
み

で
す
。
そ
の
と
き
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
は
た
ぶ
ん
へ
子
ど
も
の
進
蛍
由
金
の
た

め
の
保
険
を
勧
め
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
'
生
命
保
険
は
普
通
の
預
貯

金
と
ち
が
い
、
人
の
死
を
保
険
に
か
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
へ

い
や
で
も
人
の
死
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
た

め
で
し
ょ
う
が
へ
私
は
自
分
の
子
ど
も
に
生
命
を
与
え
た
つ
も
り
で
い
た
と

こ
ろ
が
'
実
は
へ
死
も
一
緒
に
与
え
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
ぬ
わ
け
に
ゆ
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
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私
は
そ
の
と
き
へ
人
間
が
生
命
を
意
識
す
る
の
は
、
生
命
を
通
じ
て
で
は

な
く
へ
死
を
通
じ
て
だ
と
い
う
実
感
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
う
し
て
'
半
分
に

割
れ
た
皿
が
元
の
完
全
な
円
形
の
皿
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
の
意
味
も
へ
　
そ
の

と
き
一
挙
に
解
け
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
ん
な
詩
に
な
り
ま
し
た
。

初
め
て
の
児
に

お
ま
え
が
生
ま
れ
て
間
も
な
い
日
。

!
*
軒
〟
a
s

禿
鵜
の
よ
う
に
　
そ
の
ひ
と
た
ち
は
や
っ
て
き
て

黒
い
串
鵬
の
ふ
た
を
　
あ
け
た
り
し
め
た
り
し
た
。

-
生
命
保
険
の
臥
誘
員
だ
っ
た
o

(
ず
い
ぶ
ん
　
お
耳
が
早
い
)

私
が
h
'
い
て
み
せ
る
と

そ
の
ひ
と
た
ち
は
笑
っ
て
答
え
た
。

(
匂
い
が
届
き
ま
す
か
ら
)

か
た
ち

顔
の
貌
さ
え
さ
だ
ま
ら
ぬ

や
わ
ら
か
な
お
前
の
身
体
の

ど
こ
に

私
は
小
さ
な
死
を

わ
け
あ
た
え
た
の
だ
ろ
う
。

も
'
つ

か
ん
ば
し
い
匂
い
を

た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
　
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。

ご
ら
ん
の
よ
う
に
'
皿
の
一
件
は
表
面
に
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
'
死

の
側
か
ら
生
命
が
見
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
半
分
の
皿
は
私
に
気
付
か

ふ

せ
て
く
れ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
'
部
分
か
ら
全
体
を
'
負
の
性
質

せ
い

か
ら
正
の
性
質
を
'
欠
如
か
ら
完
全
に
引
き
出
す
手
法
や
物
の
見
方
を
'
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
私
は
感
性
に
お
け
る
ト
ル
ソ
-
現
象
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

(
吉
野
弘
r
詩
の
楽
し
み
」
)

資
　
料
　
⑳

-no-

す
る
め

噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
-

な
ん
て

俗
な
お
世
辞
は
よ
し
て
く
れ

飛
ぶ
の
だ
ぞ
　
烏
城
は

梅
の
上
を
　
飛
魚
の
よ
う
に

せ
い
せ
い
と
ね



ジ
ェ
ッ
ト
・
エ
ン
ジ
ン
の
理
屈
だ

何
千
と
い
う
群
れ
で
　
い
っ
せ
い
に

ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に

ち
ょ
い
と
「
く
」
の
字
に
な
っ
て
ね

す
る
め
を
一
枚
　
晴
れ
た
日
に

思
い
切
り

飛
ば
し
て
や
っ
て
-
れ
な
い
か

(
詩
集
r
祝
婚
歌
J
l
よ
り
)

こ
の
詩
は
'
数
年
前
へ
小
笠
原
の
父
島
へ
行
っ
た
と
き
へ
島
の
人
か
ら
き

い
た
話
に
「
あ
ッ
」
と
お
ど
ろ
畠
へ
　
そ
れ
が
パ
ン
種
に
な
り
ま
し
た
。

ト
ビ
ウ
オ
は
'
海
の
上
を
飛
ぶ
か
ら
ト
ビ
ウ
オ
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
'
イ
カ
が
飛
ぶ
と
い
う
の
は
'
小
笠
原
へ
行
っ
て
は
じ
め
て
知
っ

た
こ
と
で
し
た
。

ト
ビ
ウ
オ
と
同
じ
で
'
マ
グ
ロ
な
ど
に
追
い
か
け
ら
れ
て
せ
っ
ば
つ
ま

ふ

り
'
ジ
ェ
ッ
ト
・
エ
ン
ジ
ン
の
よ
う
に
'
体
か
ら
水
を
シ
ュ
ッ
と
噴
き
出
し

て
海
の
上
へ
飛
び
出
す
の
で
す
。
島
の
人
の
話
で
は
、
何
千
と
い
う
イ
カ
が

群
れ
を
な
し
て
空
中
を
何
十
メ
ー
ト
ル
と
飛
ぶ
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。

し
か
し
'
イ
カ
が
飛
ぶ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
さ
か
ア
メ
リ
カ
ま
で
飛
ん
で

行
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
て
'
や
が
て
ま
た
海
へ
落
ち
ま
す
が
'
な
か
に
は

少
し
飛
び
す
ぎ
て
'
岸
辺
の
岩
の
上
に
着
陸
す
る
の
が
出
て
き
ま
す
。

・
W

そ
れ
が
ト
ビ
ウ
オ
な
ら
へ
岩
の
上
で
ピ
ン
ピ
ン
と
馳
ね
て
'
う
ま
く
海
へ

!S<滑
り
こ
む
こ
と
が
で
き
ま
す
が
'
イ
カ
は
へ
ぐ
ん
な
り
と
岩
の
上
に
の
ぴ
た

き
り
で
動
け
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
へ
島
の
人
た
ち
は
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
'
そ
う
し
た
イ
カ
を
拾
っ
て

歩
く
の
だ
そ
う
で
す
。

イ
カ
に
も
ウ
ソ
み
た
い
な
'
ほ
ん
と
う
の
話
で
す
。

イ
カ
の
ほ
か
に
'
エ
イ
と
い
う
魚
も
飛
ぶ
と
き
き
ま
し
た
。

エ
イ
は
漢
字
で
書
く
と
「
賠
」
で
す
が
へ
　
こ
の
字
は
エ
イ
の
は
か
に
「
と

び
う
お
」
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。

巨
大
な
エ
イ
が
空
を
飛
ん
だ
ら
す
ご
い
で
し
ょ
う
ね
。
三
角
翼
の
飛
行
機

み
た
い
に
。

か
り
く
う

地
球
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
'
一
皮
く
ら
い
へ
エ
イ
が
空
を
滑
空
す
る
と

こ
ろ
を
見
た
い
も
の
で
す
。

と
に
か
く
へ
そ
う
い
う
わ
け
で
'
イ
カ
が
飛
ぶ
と
き
い
て
「
あ
ッ
」
と
お

」

ど
ろ
き
'
ひ
ど
く
イ
カ
を
尊
敬
す
る
気
持
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

イ
カ
と
い
え
ば
ス
ル
メ
で
す
。

ス
ル
メ
は
'
よ
く
噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
味
が
あ
る
-
と
い
う
例
に
引
き
合
い

に
出
さ
れ
ま
す
。

な
ん
だ
か
へ
ぼ
く
た
ち
人
間
は
ス
ル
メ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
お

き
て
き
ま
し
た
。

本
来
は
海
の
中
を
自
由
に
泳
い
だ
り
(
イ
カ
が
泳
ぐ
の
を
見
た
こ
と
が
あ

る
人
は
知
っ
て
い
る
よ
う
に
'
と
て
も
素
速
い
泳
ぎ
で
す
)
へ
ト
ビ
ウ
オ
の

よ
う
に
海
の
上
を
飛
ん
だ
り
し
て
い
る
へ
　
い
き
い
き
と
し
た
命
を
持
っ
て
い
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E
2
C
Z

る
は
ず
な
の
に
'
生
気
を
抜
き
と
ら
れ
て
'
名
前
ま
で
イ
カ
か
ら
ス
ル
メ
と

変
わ
り
、
つ
ま
り
'
人
間
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
変
わ
り
、
食
べ
る
と
い
う

目
的
の
た
め
に
へ
火
に
あ
ぶ
ら
れ
'
身
を
反
ら
し
て
い
る
-
そ
ん
な
ふ
う
に

考
え
が
人
間
に
お
よ
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
「
す
る
め
」
と
い
う
詩
に
な
り
ま
し
た
。

(
川
崎
洋
r
詩
の
生
ま
れ
る
と
き
」
)

こ
の
よ
う
な
詩
論
を
読
め
ば
'
生
徒
は
詩
に
対
す
る
親
し
み
を
持
ち
へ
詩

が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
を
理
解
し
'
詩
を
読
む
時
の
目
の
つ
け
ど
こ

ろ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

c
o
 
z
-
;
-
;
八
-
-
?
,
 
-
c
-
:
:
:
z
-
;
i
t
>
-
…
る

詩
人
や
評
論
家
の
古
い
た
す
ぐ
れ
た
詩
論
を
学
習
さ
せ
る
1
方
で
'
指
導

者
は
自
分
自
身
の
詩
経
験
、
つ
ま
り
、
詩
と
の
出
会
い
や
創
作
体
験
を
生
徒

に
語
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
生
徒
に
と
っ
て
は
'
1
番
身
近
な
親
し

み
の
持
て
る
'
最
良
の
詩
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
は
'
た
ま
た
ま
詩
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
'
自
作

の
詩
を
生
徒
に
示
し
へ
そ
の
解
説
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
六
十
1
年
一
月
三
十
日
発
行
の
「
西
高

図
書
館
報
」
　
(
姫
路
西
高
図
書
郎
発
行
)
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ひ
か
ら
ぴ
る

下
駄
箱
の
上
の

水
槽
の
金
魚
に

-
お
ま
え
は
よ
く
ふ
や
け
な
い
な
あ

と
咳
い
た
。

す
る
と

-
あ
な
た
こ
そ
よ
く
ひ
か
ら
ぴ
ま
せ
ん
ね

と
返
っ
て
き
た
。

人
類
は
も
う
二
〇
〇
万
年
も
か
わ
き
つ
づ
け
て
き
た
の
で

最
近
へ
妾
は
子
供
と
ス
イ
ミ
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
へ
通
い
は
じ
め
た
。

こ
の
作
品
は
、
神
戸
新
聞
の
「
読
者
文
芸
」
に
投
稿
し
特
選
(
w
S

e
a
#
l
o
掲
載
)
と
な
っ
た
詩
で
あ
る
。
選
者
の
安
水
稔
和
氏
は
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。

「
r
ひ
か
ら
び
る
」
は
金
魚
と
の
会
話
が
お
も
し
ろ
い
。
ス
イ
…
ン

グ
・
ス
ク
ー
ル
で
結
ぶ
の
も
お
も
し
ろ
い
。
短
い
な
か
に
人
間
の
生
き

る
悲
哀
を
示
し
て
秀
抜
。
」

私
の
家
の
玄
関
の
下
駄
箱
の
上
に
は
ガ
ラ
ス
の
水
槽
が
あ
っ
て
、
も
う

二
へ
三
年
も
十
数
匹
の
金
魚
が
泳
ぎ
つ
づ
け
て
い
る
。
い
つ
も
は
何
げ
な

-
そ
の
駒
を
通
っ
て
い
る
の
だ
が
'
こ
の
日
は
風
呂
あ
が
り
で
あ
っ
た
。

私
達
人
間
は
十
分
も
風
呂
に
入
っ
て
お
れ
ば
'
指
先
が
し
わ
し
わ
に
な

り
'
い
わ
ゆ
る
ふ
や
け
て
-
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
金
魚
は
一
生
水

の
中
で
あ
る
o
そ
の
発
見
(
?
)
が
こ
の
詩
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
生
命
は
水
の
中
で
誕
生
す
る
。
地
上
の
動
物
は
海
か
ら
上
陸

し
た
の
で
あ
る
o
そ
し
て
私
達
人
類
の
祖
は
二
〇
〇
万
年
前
に
誕
生
し

た
。
以
来
へ
人
間
は
努
力
し
て
'
今
日
の
高
度
な
文
明
社
会
を
築
き
上
げ
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て
き
た
。
現
代
の
先
進
社
会
の
象
徴
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
I
で
あ
る
が
、
こ

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
湿
気
を
嫌
う
0
　
1
方
へ
ア
フ
リ
カ
で
は
'
草
原

が
'
町
が
砂
淡
化
し
て
い
る
。
地
球
は
確
実
に
乾
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。
丁
度
私
達
の
肉
体
が
母
親
の
羊
水
か
ら
外
界
へ
生
み
落
と
さ
れ
'

空
気
に
さ
ら
さ
れ
て
老
化
し
て
い
-
よ
う
に
。
人
類
は
水
分
を
補
充
す
る

必
要
が
あ
る
。
妻
と
子
供
が
ス
イ
-
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
に
執
心
す
る
の
も

む
ペ
な
る
こ
と
で
あ
る
。
(
「
自
作
の
詩
に
つ
い
て
」
)

⑥③②①

詩
精
神
(
ポ
エ
ジ
ー
)
を
読
み
取
ら
せ
る

作
者
の
新
し
い
発
見
や
感
動
を
読
み
甲
b
せ
る

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
読
み
甲
b
せ
る

言
葉
の
面
白
さ
'
不
思
議
さ
'
素
噂
b
L
さ
を
理
解
さ
せ
る

川
　
生
徒
に
読
ま
せ
た
ら
よ
い
詩
論

比
較
的
平
易
で
'
し
か
も
生
徒
の
た
め
に
な
る
詩
論
と
し
て
は
次
の
よ
う

な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

○
　
川
崎
洋
「
詩
の
生
ま
れ
る
と
き
L
 
C
s
w
w
ジ
ュ
ニ
ア
ブ
ッ
ク
ス
)

○
　
茨
木
の
り
子
r
詩
の
こ
こ
ろ
を
読
む
J
　
(
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
訂
)

○
　
吉
野
弘
r
詩
の
菜
し
み
」
　
(
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
吉
)

こ
れ
ら
の
こ
と
を
指
導
す
る
た
め
に
は
'
多
様
な
詩
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
ま
た
時
に
は
適
切
な
詩
論
を
与
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

詩
は
'
短
歌
や
俳
句
同
様
へ
指
導
者
に
と
っ
て
や
っ
か
い
な
も
の
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
傾
向
に
あ
る
が
'
散
文
で
は
得
ら

れ
な
い
能
力
を
開
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
常
に
頭
に
泣
い
て
お

き
た
い
も
の
で
あ
る
。

(
兵
庫
県
立
赤
穂
高
等
学
校
教
諭
)
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鴫
悶
農
r
詩
の
た
の
し
さ
し
　
(
講
談
社
現
代
新
む
)

伊
藤
信
吾
「
詩
の
世
界
」
　
(
社
会
思
想
社
)

o
・
o
　
ル
ー
イ
ス
(
探
漸
基
究
訳
)
　
r
詩
を
読
む
若
き
人
々
の
た
め

に
j
　
(
筑
摩
教
養
選
書
)

六
、
お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
'
詩
の
指
導
内
容
と
し
て
は
'
次

の
よ
う
な
項
目
が
考
え
ら
れ
る
。




