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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
第
三
十
八
巻
　
三
十
六
頁
〜
五
十
三
頁
　
平
成
十
六
年
十
二
月

異
化
の
詩
教
育
学

―
空
間
型
の
受
容
指
導

足
　
立
　
悦
　
男

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
異
化
　
空
間
型
の
詩
　
受
容
指
導
】

研
究
の
課
題

本
研
究
は
、「
異
化
の
詩
教
育
学
」
と
い
う
仮
説
的
な
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
前
稿
「
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
34
号
）

で
提
案
し
た
教
材
類
型
の
中
で
、
空
間
型
の
詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
授
業
モ
デ
ル
を

取
り
上
げ
る
。
詩
教
材
の
多
く
は
、
現
実
の
空
間
意
識
を
反
映
し
た
作
品
で
あ
る
が
、

詩
の
世
界
に
は
、
現
実
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
異
化
し
、
新
し
い
虚
構
空
間
に
変
容
・
生

成
し
て
い
く
詩
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
そ
う
い
う
作
品
を
空
間
型
の
詩
と
名
付
け

て
い
る
。
そ
し
て
、
空
間
型
の
詩
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
の
異
化
の
方
法
に
お
い
て
、

拡
大
型
、
深
化
型
、
反
転
型
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
は
、
現
実
の
空
間

感
覚
を
異
化
し
、
新
し
い
空
間
感
覚
を
創
造
す
る
と
き
の
類
型
で
も
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
授
業
例
も
、
す
べ
て
文
芸
研
の
実
践
で
あ
る
。
文
芸
研
の
実
践

に
注
目
す
る
の
は
、「
現
実
を
ふ
ま
え
て
現
実
を
こ
え
る
」
と
い
う
虚
構
論
を
ふ
ま
え
た

実
践
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
文
芸
研
の
虚
構
論
は
、
詩
に
お
け
る
空
間
の
変
容
・
生
成

と
い
う
異
化
の
現
象
を
的
確
に
と
ら
え
る
理
論
で
も
あ
る
。
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１
　
「
も
し
う
み
が
み
ん
な
ひ
と
つ
の
う
み
だ
っ
た
ら
」

（
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
）
の
授
業

空
間
の
「
拡
大
」
型
の
作
品
と
は
、
読
者
の
慣
習
的
な
空
間
意
識
を
、
詩
の
方
法
に

よ
っ
て
虚
構
的
に
拡
大
し
、
読
者
の
空
間
意
識
を
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
そ
う
で
あ
る
（
童
謡
集
『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
の
う
た
』
一

九
七
五
）。も

し
う
み
が
み
ん
な
ひ
と
つ
の
う
み
だ
っ
た
ら
　
　
マ
ザ
ー
グ
ー
ス

（
谷
川
俊
太
郎
訳
）

も
し
う
み
が
み
ん
な
ひ
と
つ
の
う
み
だ
っ
た
ら

そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
う
み
だ
ろ
う
！

も
し
き
が
み
ん
な
い
っ
ぽ
ん
の
き
だ
っ
た
ら

そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
き
に
な
る
だ
ろ
う
！

も
し
お
の
が
み
ん
な
ひ
と
つ
の
お
の
だ
っ
た
ら

そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
お
の
だ
ろ
う
！

も
し
ひ
と
が
み
ん
な
ひ
と
り
の
ひ
と
だ
っ
た
ら

そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
ひ
と
だ
ろ
う
！

そ
し
て
も
し
そ
の
お
お
き
な
ひ
と
が
お
お
き
な
お
の
で

お
お
き
な
き
を
お
お
き
な
う
み
へ
き
り
た
お
し
た
ら

ど
ん
な
に
お
お
き
な
み
ず
し
ぶ
き
が
あ
が
る
こ
と
だ
ろ
う
！

イ
ギ
リ
ス
の
伝
承
詩
『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
』
の
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩

は
、「
話
者
ー
読
者
」
の
関
係
で
み
る
と
、「
異
ー
異
」
型
の
典
型
的
な
作
品
で
あ
る
（
１
）。

「
異
ー
異
」
型
の
詩
教
材
は
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
習
的
な
見
方
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
、
想

像
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
は
、「
も
し
…
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
仮
定
の
方

法
に
よ
っ
て
、
現
実
の
空
間
は
大
き
く
変
容
し
、
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
非
現
実
空
間
が

生
成
さ
れ
て
い
る
。
海
・
木
・
斧
・
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
実
の
存
在
（
モ
ノ
・
コ
ト
・

ヒ
ト
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
「
も
し
…
ひ
と
つ
の
…
に
な
っ
た
ら
…
」
と
い

う
仮
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
で
は
、
と
て
つ
も
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
空
間
世
界
が
作
り

だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
拡
大
」
型
の
代
表
的
な
詩
と
い
え
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
作
品
で
は
、
受
容
過
程
に
お
い
て
、
読
者
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
て
い

ね
い
に
作
り
あ
げ
て
い
く
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
受
容
指
導
例
と
し
て
は
、
文
芸
研
の

宮
崎
昭
子
の
実
践
（
小
学
校
一
年
）
を
取
り
上
げ
る
（
２
）。

こ
の
実
践
の
「
ね
ら
い
」
と
「
教
授
＝
学
習
過
程
」
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

１
　
授
業
の
課
題
（
ね
ら
い
）

・
内
容
面

・
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
も
の
を
想
像
し
て
読
む
面
白
さ
、
楽
し
さ
を
経
験
す
る
。

・
こ
の
詩
の
思
想
、
理
想
を
読
み
と
る
。

・
表
現
面

・
「
も
し
…
だ
っ
た
ら
…
だ
ろ
う
」
の
仮
定
法
が
わ
か
り
使
え
る
よ
う
に
す
る
。

・
「
ど
ん
な
に
」
と
い
う
感
嘆
を
表
す
副
詞
が
わ
か
る
。

・
頭
韻
、
脚
韻
を
お
さ
え
る
。

・
フ
レ
ー
ズ
感
を
育
て
る
。

・
整
っ
た
こ
と
ば
の
並
び
方
と
強
調
性
を
読
み
と
る
。

・
そ
の
他
、
教
材
を
通
し
て
育
て
た
い
力
、
ひ
き
だ
し
た
い
力
。
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・
他
の
伝
承
わ
ら
べ
唄
に
親
し
み
を
も
ち
、
読
め
る
よ
う
に
す
る
。

・
自
由
に
想
像
し
た
り
、
思
っ
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
す
。

２
　
教
授
＝
学
習
過
程
（
全
三
時
間
）

１
「
と
お
し
よ
み
」「
た
し
か
め
よ
み
」（
二
時
間
）

話
者
の
「
外
の
目
」
を
通
し
て
想
像
豊
か
に
読
む
。

２
「
ま
と
め
よ
み
」「
ま
と
め
」（
一
時
間
）

と
く
に
後
半
の
三
行
を
中
心
に
、
自
然
へ
の
挑
戦
と
勇
気
を
典
型
と
し
て
と
ら

え
る
。

こ
の
授
業
プ
ラ
ン
は
、
こ
の
詩
の
異
化
の
方
法
で
あ
る
「
も
し
」
と
い
う
仮
定
法
に

注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、「
表
現
面
」
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
表
現
特
質
が
的
確
に
押

さ
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
想
像
し
て
読
む
面
白
さ
、
楽
し
さ
」
だ
け
で
な
く
、「
詩

の
思
想
、
理
想
を
読
み
と
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
文
芸
研
の
授
業
の
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、
全
文
を
示
さ
な
い
で
一
行
ず
つ
示
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
で
展
開

さ
れ
た
。
ま
ず
授
業
に
先
だ
っ
て
、
詩
の
各
行
を
書
い
た
、
た
ん
ざ
く
状
の
ボ
ー
ル
紙

（
カ
ー
ド
）
が
準
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
な
ぞ
な
ぞ
」
の
方
法
を
使
っ
て
、
次
の
よ
う

に
導
入
さ
れ
た
。
文
芸
研
に
お
け
る
「
展
開
法
」
と
い
う
授
業
法
で
あ
る
。

Ｔ
　
今
か
ら
、
な
ぞ
な
ぞ
の
問
題
を
出
し
ま
す
。
こ
の
な
ぞ
な
ぞ
は
、
い
ろ
ん
な
こ

と
を
頭
の
中
に
思
い
う
か
べ
て
発
表
す
る
ん
で
す
。
だ
れ
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
考

え
て
発
表
で
き
る
か
、
競
争
で
す
。

「
う
み
」

Ｔ
（
カ
ー
ド
①
「
も
し
う
み
が
み
ん
な
ひ
と
つ
の
う
み
だ
っ
た
ら
」
を
黒
板
に
貼
る
。）

Ｃ
　
へ
え
ー
！
（
へ
ん
な
顔
を
し
て
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
る
。）

Ｔ
　
読
ん
で
ご
ら
ん
。
そ
う
い
う
な
ぞ
な
ぞ
で
す
。
考
え
た
ら
手
を
あ
げ
て
ね
。

Ｃ
（
し
ば
ら
く
だ
ま
っ
て
い
る
。）

Ｃ
　
お
お
ぜ
い
の
人
が
お
よ
げ
ま
す
。

Ｃ
　
な
み
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
な
ん
百
人
も
の
人
が
お
よ
げ
ま
す
。

Ｃ
　
さ
か
な
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

Ｃ
　
た
く
さ
ん
か
に
が
と
れ
ま
す
。

Ｃ
　
海
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
深
く
な
り
ま
す
。

Ｔ
　
答
え
出
し
て
も
い
い
？
　
（
カ
ー
ド
②
「
そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
う
み
だ

ろ
う
。」）
だ
れ
が
あ
た
っ
て
た
か
な
。
ひ
ろ
た
か
く
ん
、
あ
た
っ
て
い
た
ね
。（
以

下
、
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
た
び
、
一
斉
読
み
を
さ
せ
て
す
す
め
て
い
っ
た
。）

「
木
」

Ｔ
（
カ
ー
ド
③
「
も
し
き
が
み
ん
な
い
っ
ぽ
ん
の
き
だ
っ
た
ら
」
を
提
示
す
る
と
、

す
ぐ
に
答
え
は
出
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
も
っ
と
豊
か
に
想
像
さ
せ
た
い
の
で
。）

Ｔ
　
で
も
、
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
か
わ
か
ら
な
い
な
。

Ｃ
　
長
く
な
る
。

Ｃ
　
太
く
な
る
。

Ｔ
　
そ
う
い
う
木
、
ぜ
ん
ぶ
、
ど
う
し
た
の
。

Ｃ
　
あ
つ
め
た
の
。（
手
を
広
げ
て
、
大
き
く
し
て
、
ガ
ヤ
ガ
ヤ
い
い
出
す
。）

Ｃ
　
森
が
で
き
ま
す
。

Ｔ
　
み
な
大
あ
た
り
で
し
た
。（
カ
ー
ド
④
「
そ
れ
は
ど
ん
な
に
お
お
き
な
き
に
な
る

だ
ろ
う
」
を
は
る
。）

Ｃ
（
調
子
づ
い
て
、
さ
わ
が
し
く
な
る
。）

「
ひ
と
」

Ｔ
　
（
⑦
の
カ
ー
ド
「
も
し
ひ
と
が
み
ん
な
ひ
と
り
の
ひ
と
だ
っ
た
ら
」
の
カ
ー
ド
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を
出
す
前
に
）
こ
の
次
、
先
生
は
、
ど
ん
な
問
題
を
出
す
で
し
ょ
う
。
問
題
を
考

え
て
。

Ｃ
　
や
あ
あ
ー
。（
け
ん
す
け
が
、
は
や
く
も
、
う
み
・
木
・
お
の
、
と
ま
と
め
出
し

た
。
他
の
子
も
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
出
し
た
。）

Ｃ
　
ぶ
た
。（
笑
い
）
ど
う
ぶ
つ
、
と
り
。（
こ
の
詩
の
世
界
に
入
っ
て
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
動
物
が
お
の
を
使
う
と
想
像
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
出
て
こ

な
か
っ
た
の
で
教
え
る
。）

Ｔ
　
人
だ
よ
。
み
ん
な
も
人
だ
よ
。

Ｃ
　
大
き
く
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
つ
よ
く
な
り
ま
す
。

Ｃ
　
力
が
で
ま
す
。

Ｃ
　
ど
の
く
ら
い
大
き
な
ふ
く
を
き
る
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
地
球
が
ゆ
れ
る
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
大
き
な
家
で
も
小
さ
く
見
え
る
だ
ろ
う
。

Ｔ
　
そ
う
だ
ね
、
か
す
み
が
せ
き
ビ
ル
と
か
、
小
さ
く
見
え
る
よ
。

Ｃ
　
ど
れ
っ
く
ら
い
、
ご
は
ん
た
べ
る
だ
ろ
う
。

Ｔ
　
そ
う
だ
ね
、
そ
ん
な
大
き
な
ひ
と
だ
よ
。（
カ
ー
ド
を
一
斉
読
み
す
る
こ
ろ
は
、

だ
い
ぶ
、
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
く
り
返
し

が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。）

Ｔ
　
で
は
、
今
ま
で
出
て
き
た
も
の
を
整
理
し
ま
し
ょ
う
。
赤
チ
ョ
ー
ク
で
サ
イ
ド

ラ
イ
ン
）
ぜ
ん
ぶ
、
大
き
な
も
の
で
し
た
ね
。（
う
み
、
き
、
お
の
、
ひ
と
）

一
時
間
目
の
授
業
場
面
（
前
半
の
八
行
目
ま
で
）
で
あ
る
。「
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
く
り

か
え
し
」（
詩
の
リ
フ
レ
ー
ン
）
と
い
う
表
現
の
特
徴
に
注
目
し
た
受
容
指
導
で
あ
る
。

リ
フ
レ
ー
ン
へ
の
注
目
は
、
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
の
「
め
あ
て
」
と
し
て
は
わ
か
り

や
す
い
。
ま
た
、
こ
の
授
業
は
、「
先
を
予
想
す
る
」
と
い
う
方
法
で
進
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
興
味
を
引
き
、
意
欲
的
な
学
習
に
な
っ
て
い
る
。「
文
型
を
ふ
ま

え
た
予
想
」
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
「
予
想
」
は
作
品
世
界
か
ら
大
き
く
外
れ

る
こ
と
は
な
く
、「
詩
の
文
型
」
の
指
導
に
も
な
っ
て
い
る
。
作
品
世
界
の
壮
大
な
想
像

力
を
、
子
ど
も
た
ち
は
「
予
想
」
を
楽
し
み
な
が
ら
形
成
し
て
い
く
、
と
い
う
場
面
で

あ
る
。

授
業
の
二
時
間
目
は
、
後
半
の
三
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
た
。
授

業
展
開
は
、
前
半
と
は
違
っ
た
パ
タ
ー
ン
に
な
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

Ｔ
（
カ
ー
ド
⑨
⑩
⑪
を
全
部
出
す
。）

⑨
　
そ
し
て
も
し
そ
の
お
お
き
な
「
ア
」
が
お
お
き
な
「
イ
」
で

⑩
　
お
お
き
な
「
ウ
」
を
お
お
き
な
「
エ
」
へ
「
オ
」
し
た
ら

⑪
　
ど
ん
な
に
お
お
き
な
「
カ
」
が
「
キ
」
こ
と
だ
ろ
う
！

今
度
は
、
か
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
こ
へ
こ
と
ば
を
入
れ
て

も
ら
い
ま
す
。（
出
て
い
る
こ
と
ば
を
読
ん
で
や
る
。）

Ｃ
　
え
ー
。
ひ
ぇ
ー
。
む
ず
か
し
い
。
へ
ん
な
も
ん
だ
い
。（
な
ど
と
、
口
々
に
い
う
。）

Ｔ

「
ア
」
…
三
十
一
人
が
「
ひ
と
」
を
入
れ
る
と
仮
定
し
た
の
で
、
は
が
す
と
合
っ

て
い
た
の
で
、
拍
手
を
し
て
喚
声
を
あ
げ
る
。（
以
下
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
進
め

た
。）「

イ
」
…
お
の
（
十
九
名
）

「
ウ
」
…
き
（
全
員
）

「
エ
」
…
う
み
（
な
し
。）

「
オ
」
…
き
り
た
お
（
な
し
）。
な
が
（
十
六
名
）。
お
と
（
九
名
）。



40

異
化
の
詩
教
育
学
（
足
立
）

「
カ
」
…
み
ず
し
ぶ
き
（
な
し
）。「
音
」（
二
十
名
）。
橋
（
五
名
）。
な
み
（
九
名
）

「
キ
」
…
あ
が
る
（
な
し
）。
お
き
る
（
十
五
名
）。
で
き
る
（
十
四
名
）。
は
ね

る
（
六
名
）。

Ｃ
（
自
分
の
答
え
が
あ
っ
て
い
た
と
い
っ
て
は
よ
ろ
こ
び
、
で
き
な
い
と
く
や
し
が

り
な
が
ら
、
す
す
ん
だ
。）

Ｔ
　
こ
れ
で
、
詩
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
み
ん
な
で
読
ん
で
み
よ
う
ね
。

Ｔ
　
だ
れ
か
大
き
な
人
に
な
っ
て
、
大
き
な
木
を
切
り
た
お
し
て
く
れ
な
い
。

Ｃ
（
ま
さ
は
る
が
、
や
る
と
い
っ
て
出
て
く
る
。
か
ず
ゆ
き
が
木
に
な
る
。
か
ず
ゆ

き
が
た
お
れ
る
と
き
、
頭
を
ぶ
つ
よ
と
い
う
と
、
前
に
た
お
れ
る
よ
う
に
し
た
。

木
が
ゆ
っ
く
り
た
お
さ
れ
る
と
、
残
り
の
子
は
、
全
員
水
ば
し
ら
に
な
っ
て
ジ
ャ

ン
プ
し
た
。）

子
ど
も
た
ち
が
、
虚
構
の
空
間
世
界
を
自
分
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
像
し
、
楽

し
み
な
が
ら
作
り
あ
げ
て
い
く
受
容
場
面
で
あ
る
。
後
半
の
「
そ
し
て
も
し
…
」
以
下

は
、「
ア
ー
ひ
と
」「
イ
ー
お
の
」「
ウ
ー
き
」「
エ
ー
う
み
」「
オ
ー
き
り
た
お
す
」「
カ

ー
み
ず
し
ぶ
き
」「
キ
ー
あ
が
る
」
の
と
こ
ろ
が
伏
せ
ら
れ
て
い
た
。
空
欄
の
使
用
は
、

子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
引
き
だ
す
た
め
で
も
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
異
化
作
用
の
大
き
さ
、

想
像
力
の
大
き
さ
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

ま
た
、
空
欄
の
「
オ
ー
き
り
た
お
す
」「
カ
ー
み
ず
し
ぶ
き
」「
キ
ー
あ
が
る
」
に
つ

い
て
、
授
業
者
は
「
ぴ
っ
た
り
の
こ
と
ば
を
さ
が
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
代
わ

り
に
出
た
こ
と
ば
が
、
そ
れ
ほ
ど
か
け
は
な
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち

は
、
こ
の
詩
の
筋
は
つ
か
ん
で
い
る
と
、
と
ら
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
話
者
の
想
像

力
に
沿
う
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
無
理
な
く
引
き
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。そ

し
て
、
二
時
間
目
は
、「
だ
れ
か
大
き
な
人
に
な
っ
て
、
大
き
な
木
を
切
り
た
お
し

て
く
れ
な
い
」
と
い
う
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
詩
の
世
界
に
浸
り
や
す
い
よ
う
に
「
動

作
化
」
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
た
。
自
分
の
思
い
や
願
い
を
動
作
に
よ
っ
て
表
す

「
動
作
化
」
は
、
低
学
年
の
詩
の
受
容
学
習
で
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。

授
業
の
三
時
間
目
は
、「
こ
の
詩
の
中
の
、
う
み
、
き
、
お
の
、
ひ
と
の
こ
と
、
を
ど

う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
を
出
し
て
、
作
文
で
答
え
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、

次
の
よ
う
な
作
文
（
お
わ
り
の
感
想
）
を
書
い
た
。

・
木
は
で
っ
か
い
か
ら
、
あ
つ
め
る
ほ
ど
で
か
く
な
り
ま
す
。
お
の
は
て
つ
だ
か
ら

お
も
い
と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
ら
を
あ
つ
め
て
、
で
っ
か
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ち

き
ゅ
う
は
ゆ
れ
る
と
思
い
ま
す
。（
か
ず
ひ
こ
）

・
う
み
は
き
れ
い
に
な
っ
て
、
さ
か
な
も
い
っ
ぱ
い
い
る
だ
ろ
う
。
天
ま
で
と
ど
く

木
に
な
る
だ
ろ
う
。
大
き
な
お
の
だ
ろ
う
。
天
ま
で
と
ど
く
だ
ろ
う
。
う
ち
を
い
っ

ぱ
い
は
こ
べ
る
人
に
な
る
だ
ろ
う
。
天
ま
で
い
っ
て
、
か
み
さ
ま
を
は
こ
べ
る
人
に

な
る
だ
ろ
う
。（
み
き
子
）

・
ぼ
く
は
も
う
、
お
す
も
う
と
っ
て
、
だ
れ
に
も
ま
け
な
い
。
た
た
か
う
ひ
と
も
い

な
い
。（
り
ょ
く
）

・
な
み
が
た
か
く
な
っ
て
、
大
き
い
。
ふ
ね
で
も
一
ぱ
つ
で
の
め
る
だ
ろ
う
。
木
は

く
も
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
、
大
き
な
か
さ
み
た
い
。
お
の
は
お
も
く
て
も
、
人
が

ぜ
ん
い
ん
だ
か
ら
、
お
も
く
な
い
よ
。（
つ
ぐ
み
ち
）

三
時
間
目
は
作
文
を
書
き
、
書
か
れ
た
作
文
を
紹
介
し
合
い
な
が
ら
、
教
師
が
コ
メ

ン
ト
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
を
み
る
と
、
詩
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の
世
界
に
浸
り
き
り
、
雄
大
な
虚
構
の
空
間
世
界
を
想
像
し
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
。

「
授
業
の
課
題
（
ね
ら
い
）」
か
ら
み
る
と
、「
想
像
し
て
読
む
面
白
さ
、
楽
し
さ
」

を
存
分
に
味
わ
っ
て
い
る
感
想
と
い
え
る
。
ま
た
、「
詩
の
思
想
、
理
想
を
読
み
と
る
」

と
い
う
課
題
（
ね
ら
い
）
も
、「
お
わ
り
の
感
想
」
か
ら
は
う
か
が
え
る
。「
マ
ザ
ー
グ

グ
ー
ス
」
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
自
身
の
「
自
然
へ
の
挑
戦
と
勇
気
」
を

味
わ
っ
た
子
ど
も
た
ち
も
少
な
く
な
い
。
文
芸
研
の
い
う
「
典
型
読
み
」
で
あ
る
。

こ
の
授
業
に
つ
い
て
は
、「
な
ぞ
か
け
的
な
展
開
法
が
、
子
供
の
心
を
す
っ
か
り
と
ら

え
て
い
る
」
と
い
う
評
価
が
あ
る
（
３
）
。
低
学
年
（
一
年
生
）
を
対
象
と
し
て
、
空
間
の

「
拡
大
」
型
と
い
う
詩
の
特
徴
を
生
か
し
た
、
す
ぐ
れ
た
受
容
指
導
の
事
例
と
い
え
る
。

２
　
「
み
ち
」（
谷
川
俊
太
郎
）
の
授
業

次
に
、
空
間
の
「
深
化
」
型
の
タ
イ
プ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
。
虚
構
の
方
法
に
よ

っ
て
、
空
間
と
い
う
も
の
の
奥
行
き
の
深
い
世
界
を
創
造
し
た
作
品
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
次
の
よ
う
な
詩
が
そ
う
で
あ
る
（
少
年
詩
集
『
ど
き
ん
』
一
九
八
三
）。

み
ち
　
　
　
谷
川
俊
太
郎

ひ
と
ば
ん
の
う
ち
に

す
べ
て
の
み
ち
が
き
え
て
し
ま
っ
た
！

お
お
き
な
み
ち
も
ち
い
さ
な
み
ち
も

ま
っ
し
ろ
な
ゆ
き
の
し
た
に

み
ぎ
も
な
い
ひ
だ
り
も
な
い

ま
え
も
な
く
う
し
ろ
も
な
い

ど
ん
な
み
ち
し
る
べ
も
な
い

ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
し
ろ
い
せ
か
い

ど
こ
へ
で
も
ゆ
け
る
そ
の
ま
ぶ
し
さ
に

こ
こ
ろ
は
か
え
っ
て
た
ち
す
く
む

お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
を

め
を
つ
む
り
ゆ
め
み
な
が
ら

こ
の
作
品
は
、「
み
ち
」
一
二
編
の
連
作
の
一
編
（「
み
ち
　
８
」）
で
あ
る
。
連
作

「
み
ち
」
は
、
道
の
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
多
面
的
に
描
い
た
作
品
集
で
あ
る
。
こ
の

作
品
「
み
ち
」
は
、
冬
の
道
を
描
い
て
い
る
が
、
単
な
る
冬
の
道
で
は
な
い
。
一
、
二

連
は
現
実
の
道
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
が
、
三
連
に
お
い
て
道
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
飛

躍
し
、
深
化
す
る
。
読
者
は
こ
こ
で
、「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
」「
み
ち
」
と
初
め
て
出

会
う
。

全
三
連
の
う
ち
、
一
、
二
連
は
、
雪
に
包
ま
れ
た
銀
世
界
で
あ
る
。「
み
ち
」
は
雪
の

下
に
埋
ま
り
見
え
な
い
。「
ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
し
ろ
い
せ
か
い
」
で
あ
る
。
雪
国
で

あ
れ
ば
、
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
情
景
で
あ
っ
て
、
特
別
に
変
わ
っ
た
世
界
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
三
連
に
な
っ
て
、
詩
の
世
界
は
一
変
す
る
。「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
」「
ひ

と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
を
「
ゆ
め
み
な
が
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
」

「
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
な
ど
は
、
現
実
の
空
間
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
。
作
者
の
生

成
し
た
虚
構
の
空
間
で
あ
る
。
作
者
は
こ
の
作
品
で
、
空
へ
と
つ
づ
く
道
の
イ
メ
ー
ジ

を
生
成
し
た
。
こ
の
作
品
を
、「
空
間
の
深
化
」
型
の
作
品
と
み
る
所
以
で
あ
る
。
と
と

も
に
、
こ
の
作
品
は
、「
み
ち
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
内
在
し
た
、「
思
想
」
型
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の
詩
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
の
場
合
、
生
成
さ
れ
た
虚
構
の
空
間
を
、
ど
の
よ
う
に
無

理
な
く
受
容
し
て
い
く
か
、
ま
た
、「
み
ち
」
と
は
何
か
と
、
い
う
思
想
的
な
問
い
を
ど

う
受
け
と
め
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
が
、
受
容
指
導
の
中
心
に
な
っ
て
い
く
。

取
り
上
げ
る
実
践
例
は
、
西
郷
竹
彦
の
授
業
（
小
学
校
六
年
）
で
あ
る
（
４
）。
こ
の
実
践

は
、
文
芸
研
第
28
回
大
会
（
熊
本
　
一
九
九
三
年
八
月
五
日
）
の
提
案
授
業
で
あ
っ
た
。

授
業
を
め
ぐ
る
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
共
同
研
究
者
と
し
て
、
私
も
参
加
し
て
い

た
。こ

の
授
業
も
、
文
芸
研
の
「
展
開
法
」
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
、
二
連
を
扱
う

前
半
と
、
三
連
を
扱
う
後
半
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
前
半
か
ら
み
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
授
業
の
導
入
は
、
黒
板
に
大
き
な
円
を
描
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

「
一
連
」

Ｔ
　
先
生
は
こ
こ
に
（
黒
板
に
）
円
を
書
い
た
け
ど
、
何
で
し
ょ
う
？
　
詩
の
…
…

Ｃ
　
詩
の
世
界
？

Ｔ
　
そ
う
、
詩
の
世
界
。「
み
ち
」
と
い
う
詩
で
す
。（
一
連
を
読
み
な
が
ら
板
書
し

て
い
く
。）

Ｔ
（
板
書
ー
円
の
中
心
を
通
る
水
平
な
線
を
一
本
引
く
）
こ
れ
を
地
平
線
と
し
よ

う
。

（
板
書
ー
地
平
線
の
し
た
の
部
分
に
数
本
の
道
を
描
き
な
が
ら
）
い
ろ
ん
な
道
が

あ
る
わ
け
だ
な
。
広
々
と
し
た
…
。
広
い
原
っ
ぱ
に
、
道
が
あ
る
、
と
考
え
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

（
板
書
し
た
道
を
す
べ
て
消
す
）「
消
え
て
し
ま
っ
た
」
ー
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
、

と
思
う
？
　
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
た
。
何
が
起
こ
っ
た
ん
だ
と
思
う
？
　
ヒ
ン

ト
。
冬
。

Ｃ
　
わ
か
っ
た
！
　
雪
が
積
も
っ
た
。

Ｔ
　
そ
う
だ
。
ー
う
ん
。（
板
書
し
な
が
ら
）「
ま
っ
し
ろ
な
ゆ
き
の
し
た
に
／
大
き

い
み
ち
も
ち
い
さ
い
み
ち
も
」、
み
ん
な
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
一

連
で
す
。

「
二
連
」

Ｔ
　
次
は
二
連
で
す
。（
板
書
し
な
が
ら
）「
ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
」
ー
、
何
で
し

ょ
う
ね
。
こ
こ
は
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
」
何
と
か
の
世

界
。
ど
う
い
う
世
界
で
し
ょ
う
。

Ｃ
　
未
知
の
世
界
。

Ｃ
　
雪
の
せ
か
い
。

Ｃ
　
銀
世
界
。

Ｔ
　
お
お
、
い
い
こ
と
言
う
ね
。
銀
世
界
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
な
。「
し
ろ
い
せ
か

い
」。

Ｔ
　
さ
て
、
ず
ー
っ
と
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
る
「
し
ろ
い
せ
か
い
」。
こ
の
中

に
、
自
分
が
い
る
。
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
？

Ｃ
　
こ
わ
い
。

Ｃ
　
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
か
、
わ
か
ら
な
い
。

Ｃ
　
不
思
議
。
ど
こ
を
見
て
も
白
い
か
ら
。

Ｃ
　
び
っ
く
り
し
た
。
真
っ
白
だ
か
ら
。

Ｃ
　
ど
う
し
よ
う
。
Ｃ
　
さ
び
し
い
。

Ｃ
　
ま
ぶ
し
い
。

Ｃ
　
き
れ
い
。

Ｃ
　
動
き
た
く
な
く
な
る
。
白
く
て
、
ど
こ
も
。
ど
こ
も
見
え
な
く
て
。
動
い
た
ら
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
行
く
か
も
し
れ
な
い
。

Ｃ
　
こ
わ
い
。
何
も
見
え
な
い
か
ら
。

授
業
者
は
、
導
入
に
お
い
て
、
丸
い
円
を
描
き
、
中
心
を
通
る
横
の
線
を
引
い
た
。
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「
み
ち
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
抽
象
化
し
た
「
文
図
」
で
あ
る
。「
文
図
」
は
、
詩
の
世
界
を

視
覚
化
し
て
い
く
方
法
で
、
文
芸
研
の
授
業
で
は
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
文
図
は
、

視
覚
化
だ
け
で
な
く
、
実
は
、
こ
の
あ
と
の
三
連
の
場
面
に
お
い
て
、「
お
お
ぞ
ら
へ
つ

づ
く
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
を
、
中
心
を
通
る
縦
の
線
で
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
、

空
間
を
対
比
的
な
構
図
で
と
ら
え
る
た
め
の
「
伏
線
」
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
授
業
場
面
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
一
、
二
連
か
ら
、
雪
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を

作
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
？
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、「
こ
わ

い
」「
ま
ぶ
し
い
」「
さ
び
し
い
」「
き
れ
い
」
な
ど
、
多
様
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。

現
実
の
銀
世
界
を
前
に
し
た
と
き
の
反
応
の
違
い
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
、
ま
だ
、
現
実
の
雪
景
色
の
世
界
の
印
象
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
問
題
の
三
連
に
入
っ
て
い
く
。
三
連
は
、「
…
た
ち
す
く
む
」
ま
で
と
、
そ

の
後
に
分
け
て
指
導
さ
れ
て
い
っ
た
。
終
り
の
二
行
「
お
お
ぞ
ら
へ
…
／
…
ゆ
め
み
な

が
ら
」
と
の
印
象
的
な
出
会
い
を
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「
三
連
」（
前
半
）

Ｔ
　
今
度
は
三
連
で
す
よ
。（
板
書
す
る
。）「
そ
の
ま
ぶ
し
さ
に
／
こ
こ
ろ
は
か
え
っ

て
た
ち
す
く
む
」。
こ
こ
は
、
と
っ
て
も
む
ず
か
し
い
、
だ
け
ど
、
お
も
し
ろ
い
と

こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。

ど
っ
ち
へ
で
も
行
け
る
ん
だ
か
ら
、「
ま
ぶ
し
い
」。
そ
れ
な
の
に
、
か
え
っ
て

何
か
、
こ
わ
く
な
る
。「
た
ち
す
く
む
」。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
ゆ
っ
く
り
話
し
合

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

Ｃ
（
話
し
合
い
。）

Ｃ
　
自
分
た
ち
の
ま
わ
り
は
真
っ
白
で
し
ょ
う
。
上
は
青
空
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
太
陽

が
あ
る
と
想
像
し
て
、
ま
わ
り
の
雪
が
反
射
し
て
、
ま
ぶ
し
い
。

Ｔ
　
行
こ
う
と
思
え
ば
「
ど
こ
へ
で
も
ゆ
け
る
」、
…
…
。

Ｃ
　
け
ど
、
そ
の
、
反
射
し
て
い
く
と
こ
ろ
を
歩
い
て
行
く
の
は
、
何
と
な
く
こ
わ

く
な
っ
て
く
る
。

Ｔ
　
な
ぜ
？
　
「
ど
こ
へ
で
も
ゆ
け
る
」
ん
だ
か
ら
、
い
い
じ
ゃ
な
い
。

Ｃ
　
け
ど
、
行
く
先
に
何
が
あ
る
か
ー
。

Ｃ
　
道
が
な
い
か
ら
、「
ど
こ
へ
で
も
ゆ
け
る
」。
け
ど
、
行
っ
た
先
に
は
何
が
あ
る

か
わ
か
ら
な
い
。

Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
行
か
な
き
ゃ
い
い
じ
ゃ
な
い
（
笑
い
）。

Ｃ
　
行
っ
て
み
た
い
ん
だ
け
ど
、
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
く
て
、
い
い
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
わ
る
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が

不
安
で
。

Ｔ
　
う
ん
、
不
安
で
、「
た
ち
す
く
む
」。「
ま
ぶ
し
い
」
と
い
う
の
は
、
不
安
な
気
持

ち
？

Ｃ
　
い
や
。
う
れ
し
い
。

Ｔ
　
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
。「
ど
こ
へ
で
も
行
け
る
」
ぞ
。
行
っ
て
み
よ
う
。
う
れ
し

い
。
で
も
、
ど
こ
へ
行
く
か
。
へ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
こ

わ
い
。
こ
う
い
う
の
を
何
と
い
う
か
、
知
っ
て
る
？

Ｃ
　
矛
盾
。

Ｔ
　
ち
ゃ
ん
と
道
が
あ
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
な
。
こ
う
い
う
気
持
ち

（「
た
ち
す
く
む
」
を
さ
し
て
）
に
、
な
る
、
な
ら
な
い
？

Ｃ
　
な
ら
な
い
。

三
連
（
後
半
）

Ｔ
　
は
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
後
の
二
行
を
書
く
ね
。
こ
れ
が
す
ご
い
ん
だ
な
あ
。
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話
者
は
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
の
か
な
あ
。（
板
書
し
な
が
ら
）「
お
お
ぞ
ら
へ

つ
づ
く
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」。（
板
書
・
文
図
の
円
の
下
か
ら
上
に
向
け
て
、

矢
印
を
描
く
。）

Ｔ
「
あ
し
あ
と
」
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
か
な
。

Ｃ
　
人
が
通
っ
た
後
。

Ｔ
　
だ
れ
が
通
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

Ｃ
　
自
分
？

Ｔ
「
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
歩
い
て
行
っ
た
ん
だ
な
。
こ

れ
が
で
き
る
と
思
う
人
？

Ｃ
（
挙
手
、
な
し
。）

Ｔ
　
こ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
人
？

Ｃ
（
全
員
、
挙
手
。）

Ｔ
　
と
こ
ろ
が
、
で
き
る
ん
だ
な
あ
、
そ
れ
が
ー
。（
長
い
間
。）
ど
う
し
て
だ
と
思

う
？
　
ど
う
し
た
ら
「
お
お
ぞ
ら
」
へ
、
ず
う
っ
と
歩
い
て
行
け
る
と
思
う
？

二
人
で
話
し
合
っ
て
み
て
。

Ｃ
（
話
し
合
い
。）

Ｃ
　
え
っ
と
ね
、
死
ん
で
魂
が
（
笑
）。

Ｃ
　
想
像
の
中
で
、
空
へ
自
分
が
歩
い
て
行
っ
て
、
雪
の
「
あ
し
あ
と
」
が
上
が
っ

て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

Ｃ
　
夢
で
、
上
が
っ
て
い
く
。

Ｔ
　
で
は
、
最
後
の
一
行
。
さ
あ
、
い
い
か
な
。「
め
を
」、
な
ん
で
し
ょ
う
。
も
う
、

み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
。「
め
を
つ
む
り
　
ゆ
め
み
な
が
ら
」
ー
。

こ
こ
で
お
し
ま
い
で
す
。
じ
ゃ
あ
、
三
連
に
つ
い
て
、
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

三
連
は
、
さ
ら
に
前
半
と
後
半
に
分
け
て
指
導
さ
れ
た
。
前
半
の
二
行
で
は
「
ま
ぶ

し
さ
に
／
た
ち
す
く
む
」
を
、
後
半
の
二
行
で
は
「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
ひ
と
す
じ
の

あ
し
あ
と
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
か
ら
は
「
う
れ
し
さ
」

と
「
不
安
」
と
い
う
「
矛
盾
」
し
た
と
ら
え
方
を
、
後
者
か
ら
は
「
ゆ
め
み
な
が
ら
」

と
い
う
虚
構
の
方
法
を
引
き
だ
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
も
「
話
し

合
い
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
と
も
に
異
化
作
用
の
強
い
フ
レ
ー
ズ
だ
か
ら
で
あ

る
。と

く
に
、
後
半
の
「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
…
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
、
異
化
作
用
は
つ
よ

く
働
い
て
い
る
。
現
実
の
空
間
世
界
に
お
い
て
、「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
」「
あ
し
あ
と
」

な
ど
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
受
容
場
面
に
お
い
て
、「
文
図
の

円
の
下
か
ら
上
に
向
け
て
、
矢
印
を
描
く
」
と
い
う
板
書
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
強
い

異
化
作
用
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
深
い
奥
行
き
の
あ
る

空
間
を
創
出
す
る
「
深
化
」
型
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
フ
レ
ー
ズ
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
授
業
の
ま
と
め
は
、
こ
の
指
導
に
対
す
る
三
連
に
つ
い
て
の
感
想
文
（「
あ
い
だ

の
感
想
」）
を
紹
介
し
な
が
ら
、
虚
構
と
は
何
か
、
と
い
う
話
で
し
め
く
く
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
同
じ
よ
う
に
道
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
が
紹
介
さ
れ
た
。

「
感
想
文
の
紹
介
」

Ｔ
　
み
ん
な
に
、
三
連
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
い
て
も
ら
っ
た
ん
だ
け
ど
、
な
か
な

か
お
も
し
ろ
い
感
想
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
雅
子
さ
ん
は
、「
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
た
い
。
ど
ん
な
世

界
が
見
え
る
か
。
ど
ん
な
に
ま
ぶ
し
い
だ
ろ
う
。
こ
わ
い
と
か
不
安
は
あ
る
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
行
っ
て
み
た
い
。」
こ
う
い
う
気
持
ち
を
、
み
ん
な
、
た
く
さ
ん
書
い
て
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く
れ
ま
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
、
裕
樹
く
ん
。「
未
知
の
世
界
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ

る
か
わ
か
ら
な
い
世
界
だ
。」
た
し
か
に
そ
う
だ
ね
。「
未
知
の
世
界
」、
知
ら
な
い

世
界
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
、
詩
人
っ
て
す
ご
い
な
あ
、
と
い
う
感
想
が
あ
り
ま

す
。晶

子
さ
ん
。「
そ
ん
な
こ
と
は
、
本
当
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
目
を
つ
む
り
、
夢

見
な
が
ら
空
に
の
ぼ
っ
て
い
く
。
と
て
も
す
ご
い
な
と
思
っ
た
。」
そ
れ
か
ら
、
礼

子
さ
ん
。「
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
も
、
少
し
も
お
か
し
い
と
思
わ
な
い
詩
。

お
か
し
く
な
い
。
矛
盾
し
て
い
る
の
に
、
お
か
し
く
な
い
詩
が
あ
る
な
ん
て
知
ら

な
か
っ
た
。」
そ
し
て
ね
。「
詩
人
は
す
ご
い
な
。
す
ご
い
こ
と
を
考
え
る
も
の
だ

な
あ
。」
と
書
い
て
く
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
孝
く
ん
。「
詩
人
が
思
っ
て
い

る
こ
と
は
す
ご
い
と
思
っ
た
。
大
空
ま
で
行
く
と
は
、
ふ
つ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。」

普
通
は
考
え
ら
れ
な
い
ん
だ
な
あ
。

「
虚
構
」

Ｔ
　
こ
の
詩
は
、
現
実
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す
。「
ひ
と
ば
ん
の
う
ち
に
」
雪
が
降
る
と
、

道
が
消
え
て
し
ま
う
。「
み
ぎ
も
な
い
ひ
だ
り
も
な
い
」。「
み
ち
し
る
べ
も
な
い
」。

「
ど
こ
ま
で
も
ひ
ろ
が
る
し
ろ
い
せ
か
い
」。
こ
れ
は
、
現
実
を
ふ
ま
え
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
で
、「
ど
こ
へ
で
も
ゆ
け
る
」。
だ
か
ら
、
何
か
「
ま
ぶ
し
い
」
気
持
ち
。

だ
か
ら
、
か
え
っ
て
、「
た
ち
す
く
」
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
も
、
本
当
に
そ
の
と
お

り
で
す
ね
。
現
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
現
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
お
お

ぞ
ら
へ
つ
づ
く
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
ー
。
こ
れ
は
、
も
う
、
現
実
に
は
あ
り

え
な
い
こ
と
で
す
。
み
ん
な
、
で
き
な
い
と
い
っ
た
な
。
う
ん
、
だ
か
ら
、
こ
の

こ
と
を
、「
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
を
こ
え
る
」
と
、
こ
う
い
い
ま
す
。

Ｔ
　
ど
う
や
っ
て
「
お
お
ぞ
ら
」
へ
行
っ
た
か
な
？

Ｃ
（
口
々
に
）
夢
。

Ｔ
　
ど
う
や
っ
て
夢
を
見
た
？

Ｃ
　
目
を
つ
む
っ
て
。

Ｔ
「
め
を
つ
む
り
ゆ
め
み
な
が
ら
」
ね
。「
お
お
ぞ
ら
」
へ
行
き
た
い
。
夢
を
見
て
、

自
分
の
そ
の
夢
の
中
で
、「
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ
と
」
を
、
自
分
が
歩
い
て
行
っ
た

「
あ
し
あ
と
」
を
想
像
し
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
現
実
を
こ
え
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
を
こ
え
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
詩

の
世
界
の
こ
と
を
「
虚
構
」
と
い
う
ん
で
す
。

「
つ
づ
け
よ
み
」

Ｔ
　
は
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
終
り
ま
す
け
ど
、
こ
の
後
、
高
村
光
太
郎
と
い
う

人
の
「
道
程
」
と
い
う
詩
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
後
で
、
受
け
持
ち
の
先
生
か
ら
プ

リ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。「
つ
づ
け
よ
み
」
で
す
。
こ
の
詩
の
後

に
、「
道
程
」
と
い
う
詩
を
読
む
と
、
な
お
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

道
程
　
　
　
高
村
光
太
郎

僕
の
前
に
道
は
な
い

僕
の
後
ろ
に
道
は
で
き
る

あ
あ
、
自
然
よ

父
よ

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な
父
よ

僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
こ
と
を
せ
よ

常
に
父
の
気
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ
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こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

こ
の
授
業
は
、
以
上
の
よ
う
な
展
開
で
終
わ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
に
は
、

こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
新
し
い
道
の
世
界
を
知
っ
た
、
と
い
う
受
容
反
応
が
多
く
み
ら

れ
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
は
、「
お
お
ぞ
ら
へ
つ
づ
く
ひ
と
す
じ
の
あ
し
あ

と
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
集
中
し
て
い
た
。
三
連
の
「
み
ち
」
に
対
す
る
興
味
で
あ
り
、
こ

の
「
み
ち
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
興
味
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
感
想
文
に

は
、「
大
空
ま
で
行
く
と
は
、
ふ
つ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
」「
こ
わ
い
と
か
不
安
は
あ
る

け
ど
、
や
っ
ぱ
り
行
っ
て
み
た
い
」
な
ど
、
三
連
の
「
み
ち
」
に
対
す
る
強
い
関
心
と
、

「
詩
人
っ
て
す
ご
い
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
詩
人
の
想
像
力
に
対
す
る
関
心
が
多
く
み
ら

れ
た
。

こ
の
授
業
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
作
品
を
「
虚
構
の
世
界
」
と
と
ら
え
て
、「
ゆ
め
み
る
」

（
夢
見
る
）
と
い
う
「
虚
構
の
方
法
」
を
指
導
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
虚
構

と
は
、
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
現
実
を
こ
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
西
郷
文
芸
学
の

虚
構
論
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
５
）。
虚
構
論
は
西
郷
文
芸
学
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な

理
論
で
あ
る
。

最
後
に
、「
つ
づ
け
よ
み
」
と
し
て
、「
道
程
」（
高
村
光
太
郎
）
が
提
示
さ
れ
た
の
は
、

「
共
通
の
虚
構
の
世
界
を
も
っ
て
い
る
」
と
の
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
（
６
）。「
つ
づ
け
よ
み
」

と
い
う
指
導
法
は
、
共
通
の
主
題
・
話
題
を
も
っ
た
作
品
を
発
展
的
に
教
材
化
す
る
方

法
で
、
文
芸
研
の
授
業
で
は
よ
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
授
業
は
、
あ
と
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
高
く
評
価
さ
れ
た
。「
こ
と
ば
の
本
質

を
ふ
ま
え
た
学
習
の
在
り
方
を
示
す
」（
林
三
十
四
）「
詩
の
特
質
を
生
か
し
た
仕
掛
け

の
あ
る
発
問
」（
西
智
子
）「
道
と
は
何
か
を
体
験
・
認
識
し
た
授
業
」（
辻
元
宏
司
）

「
豊
か
な
世
界
観
の
授
業
」（
佐
々
木
智
治
）、
と
い
っ
た
評
価
で
あ
る
。
虚
構
論
を
ふ
ま

え
た
、
文
芸
研
の
代
表
的
な
受
容
指
導
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
の
「
深

化
型
」
の
典
型
的
な
詩
の
受
容
指
導
例
で
も
あ
る
。

３
　
「
山
頂
か
ら
」（
小
野
十
三
郎
）
の
授
業

次
に
、
空
間
の
「
反
転
」
型
の
作
品
と
、
そ
の
受
容
指
導
例
を
取
り
上
げ
る
。「
反
転
」

型
の
作
品
と
は
、
虚
構
の
方
法
に
よ
っ
て
、
読
者
の
慣
習
的
な
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
反
転

さ
せ
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
詩
が
そ
う
で
あ
る
（
少
年
詩

集
『
太
陽
の
う
た
』
一
九
六
七
）。

山
頂
か
ら
　
　
　
小
野
十
三
郎

山
に
の
ぼ
る
と

海
は
天
ま
で
あ
が
っ
て
く
る
。

な
だ
れ
落
ち
る
よ
う
な
わ
か
葉
み
ど
り
の
な
か
。

下
の
ほ
う
で
し
ず
か
に

か
っ
こ
う
が
鳴
い
て
い
る
。

風
に
ふ
か
れ
て
高
い
と
こ
ろ
に
立
つ
と

だ
れ
も
し
ぜ
ん
に
世
の
広
さ
を
考
え
る
。

ぼ
く
は
手
を
口
に
あ
て
て

な
に
か
下
の
ほ
う
に
向
っ
て
さ
け
び
た
く
な
る
。

五
月
の
山
は

ぎ
ら
ぎ
ら
と
明
る
く
ま
ぶ
し
い
。

（
７
）
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き
み
は
山
頂
よ
り
上
に

青
い
大
き
な
弧
を
え
が
く

水
平
線
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。

こ
の
詩
は
、
小
野
十
三
郎
の
風
景
詩
の
代
表
的
な
教
材
で
あ
る
。
小
野
十
三
郎
に
は
、

詩
集
『
大
阪
』（
一
九
三
九
）『
風
景
詩
抄
』（
同
）
な
ど
、
風
景
を
題
材
と
し
た
風
景
詩

が
少
な
く
な
い
。
私
自
身
、「
風
景
は
思
想
で
あ
る
」
と
い
う
小
野
の
風
景
詩
の
独
自
性

に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
も
あ
る
（
８
）。

こ
の
詩
の
特
徴
は
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
現
実
の
風
景
を
反
転
さ
せ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。「
山
に
の
ぼ
る
と
／
海
は
天
ま
で
あ
が
っ
て
く
る
。」「
き
み
は
山
頂
よ
り
上

に
／
青
い
大
き
な
弧
を
え
が
く
／
水
平
線
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。」
と
あ
り
、
こ
の
詩

に
み
ら
れ
る
の
は
、
現
実
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
反
転
と
い
え
る
。
現
実
の
空
間

に
あ
っ
て
は
、
山
に
の
ぼ
っ
て
も
、「
海
は
天
ま
で
あ
が
」
る
こ
と
は
な
い
。「
山
頂
よ

り
上
に
／
水
平
線
を
見
」
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
詩
は
、
通
念
的

な
空
間
認
識
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
し
い
風
景
空
間
を
創
造
し
て
い
る
。

村
野
四
郎
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
こ
の
詩
は
、
若
葉
の
山
頂
に
立
っ
て
見
る
大

き
な
自
然
の
景
観
を
、
通
常
の
ア
ン
グ
ル
（
角
度
）
と
は
ち
が
っ
た
ア
ン
グ
ル
か
ら
眺

め
た
時
の
、
新
し
い
驚
き
を
主
題
に
し
て
、
そ
の
驚
き
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
（
力
動
的
）

に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
少
年
向
き
の
詩
と
し
て
、
い
か

に
も
単
純
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
驚
き
を
生
か
す
視
覚
的
な
構
成
に
は
、
作
者
の

知
的
な
操
作
が
明
快
に
働
い
て
い
る
の
」
（
９
）と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
詩
の
特
徴
を
う
ま
く
と
ら
え
た
的
確
な
批
評
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
詩
の
よ

う
に
、
風
景
を
み
て
い
く
「
ア
ン
グ
ル
」（
角
度
）
を
変
え
る
こ
と
で
、
全
く
新
し
い
風

景
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
小
野
の
風
景
詩
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
村
野

は
、
こ
の
詩
に
お
け
る
「
視
覚
的
な
構
成
」
に
「
知
的
な
操
作
」
が
は
た
ら
い
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
風
景
を
み
る
多
角
的
な
「
ア
ン
グ
ル
」
を
構
成

し
た
作
品
で
あ
り
、
受
容
指
導
に
お
い
て
、
と
く
に
重
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

取
り
あ
げ
る
実
践
は
、
清
水
満
の
授
業
（
中
学
一
年
）
で
あ
る
。
清
水
は
、
こ
の
作

品
の
主
題
を
、「
晴
れ
た
五
月
の
山
頂
か
ら
見
る
広
大
な
海
は
、
水
平
線
が
も
り
上
が
っ

て
、
山
頂
よ
り
も
高
く
見
え
る
と
い
う
驚
き
を
歌
っ
た
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
あ
る
が

ま
ま
の
風
景
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
「
見
え
る
と
い
う
驚
き
」
を
描

い
た
詩
、
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
「
見
え
る
と
い
う

驚
き
」
を
、「
詩
の
構
成
」
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
と
い
う
実
践
で
あ
っ
た
。

「
教
授
＝
学
習
過
程
」（
三
時
間
）
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

１
「
だ
ん
ど
り
」（「
と
お
し
よ
み
」
ま
で
一
時
間
）

①
作
者
に
つ
い
て
の
簡
単
な
解
説

②
語
句
の
説
明
（「
弧
」
の
意
味
、「
水
平
線
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
」
の
「
か
」

は
疑
問
で
は
な
く
「
反
語
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
）

２
「
と
お
し
よ
み
」

①
黒
板
に
詩
を
書
き
、
全
員
ノ
ー
ト
に
視
写
。
教
師
の
範
読
の
あ
と
、
何
人
か
の

生
徒
の
指
名
読
み
。

②
は
じ
め
の
感
想
。

③
は
じ
め
の
感
想
を
何
人
か
が
発
表
。
そ
の
結
果
、
な
ん
と
な
く
動
き
の
あ
る
自

然
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
分
か
ら
せ
る
。

「
た
し
か
め
よ
み
」（
一
時
間
）

①
「
動
き
」
を
感
じ
る
根
拠
を
表
現
を
と
お
し
て
さ
ぐ
る
。

ア
「
な
ん
と
な
く
動
き
の
あ
る
表
現
」
と
「
動
き
を
感
じ
な
い
、
あ
る
い
は
静

（
10
）
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け
さ
を
感
じ
る
表
現
」
と
に
分
け
て
み
る
。

イ
「
上
が
っ
て
い
く
感
じ
」
と
「
下
が
っ
て
い
く
感
じ
」
に
分
け
て
み
る
。

②
「
山
全
体
が
光
り
だ
す
」
よ
う
な
感
じ
と
な
る
根
拠
を
さ
ぐ
る
。

３
「
ま
と
め
よ
み
」（「
ま
と
め
」
ま
で
一
時
間
）

「
山
頂
よ
り
上
に
水
平
線
を
見
る
」
と
い
う
非
現
実
が
、
か
え
っ
て
「
お
も
し

ろ
く
」
ま
た
、
自
然
に
、
そ
の
と
お
り
だ
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
の
は
な
ぜ
か
、

考
え
る
。

４
「
ま
と
め
」

お
わ
り
の
感
想
。

こ
の
授
業
プ
ラ
ン
は
、
こ
の
詩
の
表
現
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
中

で
も
「
構
成
」
に
注
目
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
詩
の
構
成
を
、

「
動
・
静
」
の
対
比
、「
上
・
下
」
の
対
比
で
み
て
い
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
授
業
の
一
時
間
目
で
は
、
語
句
の
説
明
、
視
写
、
音
読
の
後
、「
は
じ
め
の
感

想
」
を
書
き
、
発
表
す
る
。「
は
じ
め
の
感
想
」
に
お
い
て
、
生
徒
た
ち
は
「
さ
わ
や
か

な
感
じ
」「
雄
大
な
感
じ
」
と
い
う
印
象
を
述
べ
て
い
る
。「
生
き
生
き
し
た
自
然
。
何

か
、
わ
き
か
え
る
と
い
っ
た
感
じ
の
自
然
」「
自
分
が
こ
の
詩
に
す
い
込
ま
れ
て
い
く
よ

う
な
感
じ
」
と
い
う
生
徒
も
い
て
、
こ
の
詩
の
世
界
の
雄
大
な
空
間
イ
メ
ー
ジ
に
興
味

と
好
感
を
も
つ
感
想
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
生
徒
の
感
想
に
は
、
同
じ
よ
う
な
印
象
で
あ
っ
て
も
、「
し
ー
ん
と
し
た

静
け
さ
」「
静
ま
り
か
え
っ
た
自
然
」
を
感
じ
る
生
徒
と
、
反
対
に
「
動
き
の
あ
る
自
然

「
活
力
に
あ
ふ
れ
た
自
然
」
と
感
じ
る
生
徒
に
分
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
描
か
れ
て
い
る
の

は
山
頂
の
自
然
風
景
な
の
に
、「
動
き
」
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま

れ
た
の
だ
っ
た
。
詩
の
中
の
風
景
は
、
山
頂
、
生
い
茂
っ
た
若
葉
、
山
の
斜
面
、
山
頂

か
ら
見
え
る
海
、
と
い
っ
た
自
然
風
景
な
の
に
、
な
ぜ
か
「
動
き
」
を
感
じ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。

Ｔ
　
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
詩
の
題
材
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
み
な
、
ど
れ
一
つ
と

し
て
「
動
き
」
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
、
か
か
わ
ら
ず
、
だ
よ
。
こ
こ
が

大
事
な
点
だ
。
さ
っ
き
、
君
た
ち
は
「
動
的
」
な
詩
と
い
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
、
こ

り
ゃ
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
表
現
そ
の
も
の
の
中
に
、
何
と
な
く

動
き
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
あ
る
は
ず
な
ん
だ
ね
。
次
の
時
間
に
発
表
し
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
。

自
然
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
の
に
、
生
徒
た
ち
が
「
動
き
が
あ
る
」「
動
的
だ
」
と
実
感

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
理
由
を
詩
の
表
現
か
ら
見
つ
け
る
、
と
い
う
学
習
課
題
が

出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
生
徒
か
ら
生
ま
れ
た
疑
問
か
ら
追
求
課
題
を
み
ち
び
く
、
巧
み

な
導
入
と
い
え
る
。
た
だ
、
生
徒
の
感
想
か
ら
課
題
を
見
つ
け
た
よ
う
で
あ
っ
て
も
、

実
は
、
教
材
研
究
の
段
階
で
、「
と
お
し
よ
み
」
の
追
求
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た

「
疑
問
」
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
詩
の
「
構
成
」
が
重
点
課
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

第
二
時
（「
た
し
か
め
よ
み
」）
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の

観
点
か
ら
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
生
徒
た
ち
が
、
新
し
い
空
間
イ
メ
ー
ジ
を

受
容
し
て
い
く
興
味
ぶ
か
い
場
面
な
の
で
、
少
し
く
わ
し
く
み
て
お
き
た
い
。

「
た
し
か
め
よ
み
」

Ｔ
　
（
前
時
に
視
写
し
た
詩
に
番
号
を
打
つ
。）
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①
山
頂
か
ら
　
　
　
小
野
十
三
郎

②
山
に
の
ぼ
る
と

海
は
天
ま
で
あ
が
っ
て
く
る
。

③
な
だ
れ
落
ち
る
よ
う
な
わ
か
葉
み
ど
り
の
な
か
。

④
下
の
ほ
う
で
し
ず
か
に

か
っ
こ
う
が
鳴
い
て
い
る
。

⑤
風
に
ふ
か
れ
て
高
い
と
こ
ろ
に
立
つ
と

だ
れ
も
し
ぜ
ん
に
世
の
広
さ
を
考
え
る
。

⑥
ぼ
く
は
手
を
口
に
あ
て
て

な
に
か
下
の
ほ
う
に
向
っ
て
さ
け
び
た
く
な
る
。

Ｔ
　
こ
の
①
か
ら
⑥
ま
で
を
、
Ａ
ー
な
ん
と
な
く
動
き
を
感
じ
る
表
現
、
Ｂ
ー
動
き

を
感
じ
な
い
、
あ
る
い
は
静
け
さ
を
感
じ
る
表
現
、
の
二
つ
に
分
け
て
み
て
く
だ

さ
い
。

Ｐ
　
（
グ
ル
ー
プ
学
習
）

Ｔ
　
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
出
ま
し
た
が
、
大
体
の
傾
向
は
出
た
よ
う
で
す
。
①
と
④
に

Ｂ
を
つ
け
た
組
が
多
い
と
い
う
こ
と
と
、他
の
と
こ
ろ
に
Ｂ
を
つ
け
た
組
が
少
な
い
、

と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。
お
お
よ
そ
、
多
数
の
人
の
受
け
と
る
感
じ
で
は
、
①

と
④
が
Ｂ
、
あ
と
が
Ａ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
、
と
考
え
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

Ｔ
　
結
局
、
ど
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
か
。

Ｐ
　
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

Ｐ
　
中
に
、
静
的
な
表
現
と
い
う
か
、
静
か
な
感
じ
を
表
す
表
現
が
入
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
が
変
だ
と
思
い
ま
し
た
。

Ｔ
　
な
る
ほ
ど
ね
、
動
的
な
表
現
で
統
一
す
れ
ば
い
い
の
に
ね
。

Ｐ
　
（
う
な
づ
く
生
徒
が
多
い
。）

Ｔ
　
そ
れ
で
は
ね
、
静
か
な
感
じ
の
入
り
方
を
み
て
く
だ
さ
い
。

Ｐ
　
（
急
に
ざ
わ
つ
く
。）

Ｐ
　
そ
う
だ
…
リ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
。（
一
斉
に
、「
そ
う
だ
」「
そ
う
だ
」
の
声
。）

Ｔ
　
ど
う
い
う
リ
ズ
ム
で
す
か
。

Ｐ
　
三
拍
子
と
い
う
の
か
な
、
弱
・
強
・
強
・
弱
・
強
・
強
…
。

Ｔ
　
う
ー
ん
、
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
ね
。

（
中
略
）

Ｔ
　
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
、「
Ａ
」「
Ｂ
」
の
記
号
で
分
け
て
も
ら
い
た
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。（
次
の
よ
う
に
番
号
を
打
つ
。）

①
山
に
の
ぼ
る
と

海
は
天
ま
で
あ
が
っ
て
く
る
。

②
な
だ
れ
落
ち
る
よ
う
な
わ
か
葉
み
ど
り
の
な
か
。

下
の
ほ
う
で
し
ず
か
に

か
っ
こ
う
が
鳴
い
て
い
る
。

③
風
に
ふ
か
れ
て
高
い
と
こ
ろ
に
立
つ
と

だ
れ
も
し
ぜ
ん
に
世
の
広
さ
を
考
え
る
。

④
ぼ
く
は
手
を
口
に
あ
て
て

な
に
か
下
の
ほ
う
に
向
っ
て
さ
け
び
た
く
な
る
。

Ｔ
　
こ
の
①
〜
④
ま
で
を
、
Ａ
ー
上
が
っ
て
い
く
感
じ
（
イ
メ
ー
ジ
）、
Ｂ
ー
下
が
っ
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て
い
く
感
じ
（
イ
メ
ー
ジ
）、
の
二
つ
に
分
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
さ
っ
き
と
同
じ

よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
記
号
を
入
れ
て
く
れ
れ
ば
い
い
で
す
。

Ｐ
　
（
さ
っ
き
と
同
じ
よ
う
に
し
て
黒
板
に
発
表
。
こ
れ
は
完
全
に
、
全
員
一
致
し

た
。
①
ー
Ａ
、
②
ー
Ｂ
、
③
ー
Ａ
、
④
ー
Ｂ
と
な
る
。）

Ｔ
　
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
ん
で
す
か
。

Ｐ
　
二
拍
子
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｔ
　
た
し
か
に
二
拍
子
だ
。

Ｐ
　
上
下
・
上
下
と
揺
れ
る
感
じ
。

Ｔ
　
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ね
。

Ｔ
　
そ
れ
で
は
、
次
に
、
山
自
体
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、

ど
こ
で
す
か
。

Ｐ
　
（
口
々
に
）「
五
月
の
山
は
／
ぎ
ら
ぎ
ら
と
明
る
く
ま
ぶ
し
い
。」

Ｔ
　
な
ぜ
？

Ｐ
　
た
だ
の
山
じ
ゃ
な
く
て
、
生
き
て
い
る
山
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
か
ら
。

Ｐ
　
題
材
は
動
か
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
、
動
か
な
い
も
の
が
、
動
く
よ
う
に

表
現
れ
て
い
る
か
ら
。

Ｐ
　
「
ぎ
ら
ぎ
ら
」
と
か
「
ま
ぶ
し
い
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
い
か
に
も
、
山
か
ら

光
を
発
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

Ｔ
　
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
普
通
に
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
自
然
と
い
う
ん

じ
ゃ
な
く
て
、
生
き
て
、
生
命
を
持
っ
て
、
自
ら
動
い
て
い
る
自
然
の
よ
う
に
読

み
と
れ
て
く
る
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

「
は
じ
め
の
感
想
」
に
み
ら
れ
た
、
自
然
を
対
象
と
す
る
詩
な
の
に
「
動
き
が
あ
る
」

と
い
う
疑
問
を
、「
詩
の
構
成
と
表
現
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
と

い
う
、
た
い
へ
ん
興
味
ぶ
か
い
授
業
場
面
で
あ
る
。

授
業
者
は
、
生
徒
た
ち
に
三
つ
の
課
題
を
与
え
て
追
求
さ
せ
て
い
っ
た
。

・
Ａ
「
動
き
を
感
じ
る
表
現
」

Ｂ
「
動
き
を
感
じ
な
い
表
現
」

・
Ａ
「
上
が
っ
て
い
く
感
じ
」

Ｂ
「
下
が
っ
て
い
く
感
じ
」

・
「
山
自
体
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
で
す
か
」

と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
初
め
の
二
つ
は
、
対
比
の
方
法
を
使
っ
て
「
詩
の
構
成
」
を

と
ら
え
る
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
徒
た
ち
は
、
前
者
に
つ
い
て
は

「
弱
・
強
・
強
・
弱
・
強
・
強
…
」
の
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
発
見
し
、
後
者
に
つ
い
て
は

「
上
下
・
上
下
と
揺
れ
る
感
じ
」
の
二
拍
子
の
リ
ズ
ム
を
発
見
し
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と

で
、
こ
の
詩
の
世
界
に
「
動
き
が
あ
る
」（
動
的
）
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

三
つ
目
の
課
題
は
、
そ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
細
部
の
表
現
に
目
を
向
け
て
い
く
も
の

で
、「
ぎ
ら
ぎ
ら
と
」「
明
る
く
」「
ま
ぶ
し
く
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
、
五
月
の
山
頂
か
ら
み

た
風
景
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
い
う
実
践
で
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
「
疑
問
」
か
ら
出
発
し
た
追
求
課
題
に
対
し

て
、
生
徒
た
ち
は
、「
五
月
の
山
全
体
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
、
き
わ

め
て
リ
ア
ル
に
と
ら
え
て
い
っ
た
。「
た
だ
の
山
じ
ゃ
な
く
て
、
生
き
て
い
る
山
の
よ
う

に
思
え
て
く
る
」「
動
か
な
い
も
の
が
、
動
く
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
」「
い
か
に
も
、

山
か
ら
光
を
発
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
」
と
い
っ
た
発
言
で
あ
る
。「
五
月
の
山

は
／
ぎ
ら
ぎ
ら
と
明
る
く
ま
ぶ
し
い
。」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
も
、
風
景
と
し
て
の
「
ま

ぶ
し
さ
」
だ
け
で
な
く
、「
山
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、
初
め
て
出
会
っ
た
、
全
く
新
し
い
風
景
空
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
三
時
の
「
ま
と
め
よ
み
」
で
は
、
終
わ
り
の
三
行
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ

の
中
で
、
当
然
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
空
間
の
虚
構
性
が
生
徒
の
関
心
を
あ
つ
め
た
。
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き
み
は
山
頂
よ
り
上
に

青
い
大
き
な
弧
を
え
が
く

水
平
線
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。

「
ま
と
め
よ
み
」

Ｔ
　
終
り
の
三
行
は
、
現
実
的
に
は
無
理
が
あ
る
。
山
頂
よ
り
上
に
水
平
線
が
あ
っ

た
ら
、
こ
の
世
は
み
ん
な
海
の
そ
こ
だ
か
ら
、
実
際
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な

い
。
だ
が
、「
山
頂
よ
り
上
に
水
平
線
が
あ
る
」
と
い
う
非
現
実
が
、
か
え
っ
て
面

白
く
、
ま
た
、
そ
の
と
お
り
だ
と
読
め
る
の
は
、
こ
の
詩
の
流
れ
の
中
に
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。
授
業
の
ま
と
め
の
つ
も
り
で
、
整
理
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

Ｐ
　
（
各
自
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
発
表
さ
せ
る
。）

Ｐ
　
は
じ
め
の
二
行
が
、「
海
は
天
ま
で
あ
が
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
読
み
手

は
こ
の
詩
に
ひ
き
込
ま
れ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
別
に
無
理
は
な
い
。

Ｐ
　
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
そ
う
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
終
り
の
三

行
が
こ
う
な
る
の
は
当
然
だ
と
思
う
。

Ｐ
　
そ
れ
に
、
だ
ん
だ
ん
に
山
の
感
じ
を
出
し
て
、
山
と
海
の
関
係
が
そ
う
い
う
ふ

う
に
な
る
よ
う
に
し
む
け
て
あ
る
か
ら
、
当
然
の
よ
う
に
読
め
る
。

Ｐ
　
全
体
に
動
き
が
あ
る
か
ら
、
海
が
上
が
っ
て
く
る
と
い
っ
て
も
、
そ
う
だ
ろ
う

な
と
い
う
感
じ
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

Ｐ
　
自
然
が
動
く
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
動
い
て
な
い
も
の
が
、
動
い
て
い
る
よ
う

に
、
全
体
が
そ
ん
な
ふ
う
な
感
じ
に
な
る
か
ら
、
海
も
動
い
て
、
上
が
っ
て
く
る

よ
う
な
感
じ
に
な
る
。

Ｔ
　
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

「
山
頂
よ
り
上
に
水
平
線
を
み
る
」
と
い
う
、
非
現
実
的
な
風
景
空
間
を
、
生
徒
た

ち
は
、
作
品
の
構
成
・
表
現
を
根
拠
に
納
得
し
て
い
く
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の

詩
の
非
現
実
的
見
え
る
風
景
に
対
し
て
、
詩
の
表
現
を
と
お
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
（
現
実

感
）
を
見
出
だ
し
て
い
く
、
と
い
う
授
業
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
受
容
体
験
は
、

生
徒
た
ち
に
大
き
な
驚
き
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。「
お
わ
り
の
感
想
」
を
み
る
と
、
そ

の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

「
お
わ
り
の
感
想
」

・
こ
の
詩
を
く
わ
し
く
読
ん
で
い
く
と
、
初
め
は
全
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
け
ど
、

本
当
に
は
あ
り
え
な
い
部
分
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
と
ち
ゅ
う
で
、

山
自
体
が
光
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
や
、
海
が
山
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
が
、
そ
う
で
し
た
。
で
も
、
そ
れ
が
読
ん
で
い
る
と
き
は
気
が
つ
か
な
い
。

後
に
な
っ
て
、
不
思
議
に
な
り
ま
し
た
。
だ
が
、
授
業
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ

が
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
て
、
い
い
詩
な
ん
だ
な
あ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
小
島
博
之
）

・
こ
の
詩
は
、
五
月
の
山
を
え
が
い
た
、
と
て
も
す
が
す
が
し
く
、
さ
わ
や
か
な
詩

だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
の
中
の
自
然
に
、
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
あ
る

こ
と
に
原
因
が
あ
る
。「
海
が
天
ま
で
あ
が
る
」
と
か
「
水
平
線
が
山
頂
よ
り
上
に
弧

を
え
が
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
作

者
は
、
自
然
の
美
し
さ
、
す
ば
ら
し
さ
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
を
教
え
て
く
れ

て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
う
し
た
自
然
の
美
し
さ
や
す
ば
ら
し
さ
を
、
作
者
と
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
発
見
し
、
そ
う
い
う
自
然
の
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
わ
た
し
は
、
自

然
に
は
い
ろ
い
ろ
な
美
し
さ
や
す
ば
ら
し
さ
の
あ
る
こ
と
を
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。（
佐
藤
ゆ
か
り
）
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こ
う
い
っ
た
受
容
反
応
を
み
る
と
、
生
徒
た
ち
は
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
の
反
転
と
い
う

虚
構
の
方
法
に
、
最
初
は
と
ま
ど
い
な
が
ら
、
そ
の
謎
（
疑
問
）
を
「
構
成
」
の
分
析

を
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
納
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
生
徒
た
ち
の

当
初
の
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
く
つ
が
え
す
、
新
た
な
風
景
空
間
の
と
ら
え
方
で
あ
っ

た
。
そ
の
点
で
、「
お
わ
り
の
感
想
」
は
、
こ
の
作
品
の
特
質
を
的
確
に
と
ら
え
た
受
容

反
応
と
い
え
る
。

こ
の
授
業
は
、
文
芸
研
理
論
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
と
い
う
考
え
方
を
ベ
ー
ス
と
し

て
い
た
。
文
学
作
品
の
「
筋
」
を
、
事
件
（
で
き
ご
と
）
の
筋
と
し
て
で
は
な
く
、「
イ

メ
ー
ジ
の
筋
」
と
み
て
い
く
考
え
方
で
あ
る
。
授
業
者
の
教
材
分
析
、
授
業
展
開
の
中

心
に
こ
の
考
え
方
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
を
中
心

と
す
る
文
芸
研
の
授
業
モ
デ
ル
に
も
な
っ
て
い
る
。

研
究
の
ま
と
め

以
上
、「
空
間
」
型
の
詩
の
受
容
指
導
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
い
ず
れ
の
実
践
も
、

「
空
間
」
型
の
詩
の
特
徴
に
注
目
し
た
、
す
ぐ
れ
た
実
践
で
あ
っ
た
。
詩
の
世
界
に
は
、

こ
の
よ
う
に
慣
習
的
な
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
異
化
し
て
、
新
た
な
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
創
造

す
る
作
品
も
少
な
く
な
い
。
新
教
材
の
発
掘
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
を
生
か
し
た
実
践

方
法
の
研
究
が
こ
れ
か
ら
は
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
あ
げ
た
文
芸
研
の
実
践
が
、「
空
間
の
変
容
・
生
成
」
に
注
目
で
き
た
の

は
、「
現
実
を
ふ
ま
え
て
現
実
を
こ
え
る
」
と
い
う
、
文
芸
研
に
独
自
の
虚
構
論
を
ベ
ー

ス
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
空
間
」
型
の
詩
に
お
い
て
も
、

文
芸
研
の
虚
構
論
は
、
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
詩
教
育
に
、
実
践
的
な
授
業
モ
デ
ル

を
提
示
し
て
い
る
。

〔
注
〕

（
１
）「
異
ー
異
」
型
の
作
品
と
は
、
話
者
と
読
者
の
立
場
も
異
な
る
が
、
そ
の
「
見
方
」

（
認
識
・
感
情
）
も
異
な
る
タ
イ
プ
の
詩
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
北
原

白
秋
に
よ
っ
て
初
め
て
翻
訳
さ
れ
た
と
き
は
、「
世
界
じ
ゅ
う
の
海
が
」
と
い
う

題
名
で
あ
っ
た
（
北
原
白
秋
訳
『
ま
ざ
あ
・
ぐ
う
す
』
大
正
十
年
）。
今
日
で
は
、

谷
川
俊
太
郎
訳
で
教
材
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
２
）
宮
崎
昭
子
「『
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
の
う
た
』
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小

学
校
低
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九
八
二
。
栃
木
県
黒
磯
市
豊
浦
小
学
校
一
年
生
を

対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
３
）
橘
高
準
「
解
説
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学
校
低
学
年
』
明
治
図
書
　
一
九

八
二
、
二
三
〇
頁
。

（
４
）
佐
々
木
智
治
「
西
郷
竹
彦
実
験
授
業
・
谷
川
俊
太
郎
『
み
ち
』
の
授
業
」『
文
芸

教
育
』
67
号
　
明
治
図
書
　
一
九
九
三
。
一
九
九
三
年
五
月
三
日
、
広
島
市
倉
掛

小
学
校
六
年
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
記
録
は
、
学
級
担
任
の
佐
々
木
智
治
に
よ
っ
て

報
告
さ
れ
た
。

（
５
）
西
郷
文
芸
学
の
虚
構
論
に
つ
い
て
は
、
西
郷
竹
彦
「
虚
構
論
」『
文
芸
学
辞
典
』

明
治
図
書
　
一
九
八
九
、
を
参
照
。
虚
構
論
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男

「
文
芸
学
の
理
論
を
深
め
る
た
め
に
」『
文
芸
学
辞
典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
、

を
参
照
。

（
６
）「
つ
づ
け
よ
み
」
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
私
と
の
対
談
の
中

で
、
高
村
光
太
郎
の
「
道
程
」
と
い
う
詩
の
〈
僕
の
前
に
道
は
な
い
／
僕
の
後
ろ

に
道
は
で
き
る
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
と
の
関
連
に
お
い
て
、「
共
通
の
虚
構
の
世

界
」
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
魯
迅
の
「
故
郷
」
の
「
も
と
も
と
地
上
に
は
道
は
な

い
。
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
の
だ
。」
と
い
う
一
節
も
、「
つ

（
11
）
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づ
け
よ
み
」
と
し
て
教
材
化
で
き
る
こ
と
、
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
（
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「『
み
ち
』
の
授
業
は
何
を
提
起
し
て
い
る
か
」『
文
芸
教
育
』
67
号
　
明
治

図
書
　
一
九
九
三
）。

（
７
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
み
ち
』
の
授
業
は
何
を
提
起
し
て
い
る
か
」『
文
芸
教
育
』
67

号
　
明
治
図
書
　
一
九
九
三
、
を
参
照
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
、
足
立
悦

男
・
林
三
十
四
・
西
智
子
・
辻
元
宏
司
・
谷
岡
道
雄
・
佐
々
木
智
治
で
あ
っ
た
。

（
８
）
足
立
悦
男
「
詩
教
材
研
究
の
視
座
と
方
法
」『
新
し
い
詩
教
育
の
理
論
』
明
治
図

書
　
一
九
八
三
。
足
立
悦
男
「
小
野
十
三
郎
の
詩
的
表
現
ー
風
景
詩
と
い
う
方
法
」

弥
吉
菅
一
編
『
表
現
学
大
系
18

現
代
詩
の
表
現
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九

九
一
、
を
参
照
。
前
者
は
、
中
学
校
の
代
表
的
な
風
景
詩
の
教
材
「
葦
の
地
方
」

を
、
後
者
は
、「
風
景
は
思
想
で
あ
る
」
と
い
う
小
野
の
詩
論
を
ふ
ま
え
て
、
初

期
か
ら
後
期
に
い
た
る
小
野
の
風
景
詩
の
特
徴
を
分
析
し
た
論
文
で
あ
る
。

（
９
）
村
野
四
郎
「
小
野
十
三
郎
」『
鑑
賞
現
代
詩
Ⅲ
・
昭
和
編
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六

二
　
一
八
一
頁
。

（
10
）
清
水
満
「『
山
頂
か
ら
』（
小
野
十
三
郎
）
の
授
業
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
中
学

校
』
明
治
図
書
　
一
九
八
一
。
東
京
都
小
金
井
市
第
一
中
学
校
一
年
生
を
対
象
し

た
授
業
で
あ
る
。

（
11
）
足
立
悦
男
「
解
説
」
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
中
学
校
』
明
治
図
書
　
一
九
八
一

二
五
四
頁
。「
イ
メ
ー
ジ
の
筋
」
に
つ
い
て
は
、
足
立
悦
男
「
筋
論
」『
西
郷
文
芸

学
の
研
究
』
恒
文
社
　
一
九
九
九
、
を
参
照
。


