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詩
の
教
材
は
、
な
ぜ
、
い
つ
も
「
一
つ
の
詩
」
な
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
自
明
す

ぎ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
詩
の
授
業
は
、
ふ
つ
う
、

一
つ
の
教
材
で
行
わ
れ
る
。
ま
れ
に
二
つ
以
上
の
詩
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

一
つ
の
中
心
教
材
が
あ
っ
て
、
あ
と
の
詩
は
補
足
的
な
扱
い
と
な
る
。
詩
教
材
の
研

究
方
法
も
、
そ
の
形
態
に
お
い
て
開
発
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
論
文
で
仮
説
し
て
み
る
の
は
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
は
、
複
数
の
詩
を
使
う
が
、
そ
の
す
べ
て
が
中
心
教
材
で

あ
り
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
そ
れ
自
体
を
教
材
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
「
一
つ
の
詩
」
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
、
厚
み
の
あ
る
教
材
研
究
が
可
能
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
⑧
草
」
と
い
う
単
元
を
構
想
し
な

が
ら
、
教
材
論
の
レ
ベ
ル
で
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

①
雑
草

出
口
賢
治

花
や
野
菜
の
間
に
雑
草
が
生
え
て
い
る

だ
れ
も
育
て
て
い
な
い
の
に

雑
草
は
自
分
一
人
で
一
所
懸
命
生
き
て
い
る

雨
が
降
っ
て
も
風
が
吹
い
て
も
倒
れ
ず

へ
こ
た
れ
ず
自
分
一
人
で
生
き
て
い
る

美
し
い
花
の
よ
う
に
か
わ
い
が
ら
れ
も
せ
ず

踏
ま
れ
　
あ
る
い
は
抜
か
れ
て
も

雑
草
は
生
き
て
い
く

カ
強
く

ぼ
く
は
雑
草
の
よ
う
に
生
き
た
い

29

「
雑
草
」

と
い
う
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
一
教
育
科
学
）

第
二
十
二
巻
－
第
二
号

　
　
　
　
　
　
中
学
校
一
年
生
の
詩
で
あ
る
。
い
か
に
も
中
学
生
ら
し
い
作
品
と
い
え
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
年
頃
の
子
ど
も
に
あ
り
が
ち
な
、
「
生
」
へ
の
過
剰
な
意
味
づ
け
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。

二
九
頁
∫
四
四
頁
　
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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雑
草
の
カ
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
あ
る
い
は
童
慢
し
、
っ
い
に
は
雑
草
に
自
分
自
身
の

「
生
」
の
未
来
を
託
そ
う
と
す
る
。
そ
の
点
で
、
た
い
へ
ん
素
直
な
詩
と
い
え
る
。

誰
に
も
頼
ら
な
い
で
、
逆
境
に
も
負
け
な
い
で
生
え
て
い
る
雑
草
に
対
し
、
自
分
に

は
な
い
「
力
強
さ
」
を
見
出
し
感
動
し
て
い
る
わ
け
だ
。
文
末
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
み

て
い
く
と
、
〈
生
え
て
い
る
〉
〈
生
き
て
い
る
〉
〈
生
き
て
い
く
〉
〈
生
き
た
い
〉
と
い
っ

た
ふ
う
に
、
「
生
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
、
次
第
に
語
調
が
つ
よ
め
ら
れ
て
い
る
。

「
生
」
と
い
う
言
葉
に
陶
酔
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
も
、
こ
の

年
頃
の
子
ど
も
た
ち
の
詩
に
よ
く
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
中
学
生
の
詩
に
は
、
「
生

き
る
」
と
い
う
よ
う
な
直
裁
的
な
言
葉
を
使
う
こ
と
で
、
不
慣
れ
な
「
生
」
へ
の
実

感
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
作
品
も
、
そ
う
い
っ
た
詩
の
一
つ
と

み
て
よ
い
。

　
こ
の
詩
は
、
お
そ
ら
く
、
同
じ
年
頃
の
子
ど
も
た
ち
の
「
共
感
」
を
呼
ぶ
も
の
と

思
わ
れ
る
。
雑
草
に
対
す
る
作
者
の
認
識
は
、
こ
の
年
代
の
ど
の
子
で
も
持
っ
て
い

そ
う
な
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
詩
教
育
に
お
い
て
、
「
共
感
」
と
い
う
認
識
体
験
は
、

重
要
で
あ
る
。
教
材
を
伸
立
ち
と
し
て
「
分
か
り
合
え
る
」
と
い
う
状
態
を
つ
く
り

だ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
作
者
と
同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
共
感

し
や
す
い
と
い
う
面
で
「
い
い
教
材
」
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
一
つ
の
詩
」
と
し
て
み
る
と
き
、
こ
の
詩
の
教
材
と
し
て
の
価
直
は
、
ふ
つ
う

の
場
合
そ
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
十
分
に
読
解
⑧
鑑
賞
の
指
導
が
成
立
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
い
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
別
の
観
点
か
ら
、
こ
の
詩
の

教
材
価
値
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
観
点
か

ら
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
詩
と
並
べ
て
み
た
場
合
で
あ
る
。

②
草

草
っ
て

だ
っ
て
、

す
く
す
く

草
は
、

自
分
で

な
か
も
と
　
く
に
こ

強
い
な
。

何
も
　
し
な
い
で
も
、

　
の
び
て
　
い
る
。

自
分
を
　
そ
だ
て
て

い
る
。

　
小
学
校
二
年
生
の
詩
で
あ
る
。
①
の
詩
と
内
容
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
こ
の

子
も
、
草
（
雑
草
）
の
「
カ
強
さ
」
に
感
心
し
て
い
る
。
〈
何
も
　
し
な
い
で
も
〉
〈
自

分
で
自
分
を
〉
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
花
や
野
菜
と
比
較
し
た
上
で
の
言

い
方
で
あ
る
。
①
の
詩
も
花
や
野
菜
と
比
較
し
て
い
た
。
こ
の
点
も
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
、
②
の
詩
で
は
、
花
や
野
菜
の
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
。
小
学
生
（
低
学
年
）

の
詩
は
、
こ
の
詩
の
よ
う
に
、
言
い
た
い
こ
と
の
中
心
し
か
書
か
な
い
こ
と
が
多
い
。

同
じ
よ
う
な
内
容
の
詩
で
も
、
く
ら
べ
て
み
る
と
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
⑧
書
か
れ

て
い
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
①
の
詩
に
は
〈
ぼ
く
は
雑
草
の
よ
う
に
生
き
た

い
〉
と
い
う
憧
憶
が
あ
っ
た
が
、
②
の
詩
に
は
な
い
。
モ
ノ
に
自
已
の
「
生
き
方
」

を
か
さ
ね
よ
う
と
す
る
詩
は
中
学
生
の
詩
に
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
う
い
っ
た
年
齢
的

な
発
想
法
の
違
い
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
小
学
生
で
も
、
次
の
詩
に
な
る
と
、
そ
の
発
想
は
全
く
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
異
な
っ
て
く
る
。
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お
れ
は
雑
草
に
な
り
た
く
な
い
な

だ
れ
か
ら
も
き
ら
わ
れ

芽
を
だ
し
て
も
　
す
ぐ
ひ
っ
こ
ぬ
か
れ
て
し
ま
う

や
っ
と
　
な
っ
ぱ
の
か
げ
に
か
く
れ
て
　
お
お
き
く
な
っ
た
と
思
っ
て
も

ち
ょ
こ
っ
と
　
こ
っ
そ
り
咲
か
せ
た
花
が
み
つ
か
れ
ば

す
ぐ
「
こ
い
つ
め
」
と
　
ひ
っ
こ
ぬ
か
れ
て
し
ま
う

だ
れ
か
ら
も
き
ら
わ
れ

だ
れ
か
ら
も
に
く
ま
れ

た
い
ひ
の
山
に
つ
み
こ
ま
れ
て
　
く
さ
っ
て
い
く

お
れ
は
　
こ
ん
な
雑
草
に
な
り
た
く
な
い
な

し
か
し
　
ど
こ
か
ら
種
が
と
ん
で
く
る
ん
か

取
っ
て
も
取
っ
て
も

よ
く
も
ま
あ
　
た
え
な
い
も
の
だ

か
わ
い
が
ら
れ
て
い
る
野
菜
な
ん
か
よ
り

よ
っ
ぼ
ど
丈
夫
な
根
っ
こ
を
は
っ
て
生
え
て
く
る
雑
草

強
い
雑
草

強
く
て
　
に
く
ま
れ
も
ん
の
雑
草

　
小
学
校
六
年
生
の
詩
で
あ
る
。
①
の
詩
の
作
者
が
中
学
一
年
生
で
あ
っ
た
か
ら
、

ほ
ぼ
同
じ
年
頃
の
子
ど
も
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
、
雑
草
に
対
す
る
見
方
が
ず
い
ぶ

ん
違
う
。
そ
の
違
い
は
、
単
に
年
齢
的
な
モ
ノ
サ
シ
だ
け
で
計
れ
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
①
の
詩
は
、
雑
草
の
「
力
強
さ
」
だ
け
を
み
て
い
た
。
こ
の
詩
は
、
そ
れ
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だ
け
で
は
な
く
、
複
雑
な
認
識
を
し
て
い
る
。
〈
雑
草
に
な
り
た
く
な
い
な
〉
と
思
っ

て
い
る
の
に
、
そ
の
「
強
さ
」
に
し
だ
い
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
〈
だ

れ
か
ら
も
き
ら
わ
れ
〉
〈
だ
れ
か
ら
も
に
く
ま
れ
V
て
い
る
雑
草
の
よ
う
に
は
〈
な
り

た
く
な
い
〉
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
〈
取
っ
て
も
　
取
っ
て
も
／
よ
く
も
ま
あ
　
た
え

な
い
も
の
だ
〉
と
い
う
発
見
か
ら
、
〈
強
く
て
　
に
く
ま
れ
も
ん
の
雑
草
〉
と
い
う
ふ

う
な
見
方
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
矛
盾
を
か
か
え
こ
ん
だ
複
雑
な
認
識
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
詩
に
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
雑
草
に
対
す
る
見
方
の
変
容
が
認
め
ら

れ
る
が
、
①
の
詩
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
①
の
詩
で
は
、
前
連
で
〈
自
分
一
人
で

生
き
て
い
る
〉
こ
と
に
感
心
し
、
そ
の
強
さ
に
惹
か
れ
、
後
連
で
〈
ぼ
く
は
雑
草
の

よ
う
に
生
き
た
い
〉
と
思
う
。
は
じ
め
に
も
っ
て
い
た
認
識
が
、
さ
ら
に
強
ま
っ
た

わ
け
で
、
そ
こ
に
揺
れ
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
違
い
は
、
対
象
認
識
の
差
異
と
み
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
作
者
像
も
だ
い
ぶ
違
う
。
③
の
詩
の
作
者
は
、
生
活
の
な
か
で

雑
草
の
存
在
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
。
〈
や
っ
と
V
〈
こ
っ
そ
り
〉
〈
す
ぐ
〉
と
い
っ
た

表
現
か
ら
も
、
身
近
な
所
で
雑
草
に
触
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
詩
の
全
体
に
題

材
へ
の
親
密
な
接
触
感
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
活
感
に
あ
ふ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生

ま
れ
た
。
①
の
詩
は
そ
れ
に
対
し
、
か
な
り
思
弁
的
で
あ
っ
て
、
雑
草
を
〈
カ
強
さ
〉

の
象
徴
と
み
て
い
た
。
要
す
る
に
、
対
象
認
識
の
差
異
な
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な

年
代
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
。

　
形
式
面
で
み
て
み
る
と
、
①
の
詩
は
二
連
で
あ
り
、
か
な
り
の
構
成
意
識
を
も
っ

て
書
か
れ
て
い
る
。
各
連
と
も
五
行
で
、
〈
花
や
野
菜
〉
と
の
対
比
か
ら
書
き
は
じ
め

ら
れ
て
い
た
。
意
識
的
に
構
成
し
な
い
と
一
」
う
は
な
ら
な
い
。
一
方
③
の
詩
は
、
全

一
連
で
あ
る
。
全
一
連
で
は
あ
る
が
、
〈
し
か
し
〉
を
境
に
前
半
と
後
半
と
に
分
け
ら

れ
る
。
〈
し
か
し
〉
を
境
に
し
て
雑
草
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
て
い
く
。
①
の
詩
の
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よ
う
に
前
と
後
ろ
を
対
と
し
て
構
成
し
て
い
く
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
思
考
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
変
容
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
に
構
成
意
識
は
稀
薄
で
あ
る
。

　
表
現
の
面
で
は
、
①
の
詩
が
〈
ぼ
く
〉
、
③
の
詩
が
く
お
れ
V
と
い
う
呼
称
を
使
っ

て
い
る
。
そ
の
呼
称
に
見
合
う
よ
う
に
、
①
の
詩
は
き
ち
ん
と
し
た
文
章
体
、
③
の

詩
は
や
や
く
だ
け
た
口
語
体
で
あ
る
。
〈
ち
ょ
こ
っ
と
〉
〈
こ
い
つ
め
〉
〈
よ
く
も
ま
あ
〉

〈
に
く
ま
れ
も
ん
〉
と
い
っ
た
俗
語
も
、
③
の
詩
に
こ
そ
似
つ
か
わ
し
く
、
〈
お
れ
は

雑
草
に
な
り
た
く
な
い
な
〉
と
い
う
ふ
う
な
語
り
か
た
と
合
っ
て
い
る
。
①
の
場
合

は
、
〈
だ
れ
も
育
て
て
い
な
い
の
に
〉
と
か
〈
踏
ま
れ
　
あ
る
い
は
抜
か
れ
て
も
〉
と

い
う
よ
う
に
、
ど
こ
と
な
く
言
い
方
が
固
い
。
「
呼
称
」
と
語
り
方
と
の
関
連
が
そ
こ

に
認
め
ら
れ
る
。

　
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
ま
た
は
、
題
材
の
類
以
性
だ
け
で
な
く
、
同
じ
作
者
の

詩
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
③
の
詩
の
よ
う
に
、
年
齢
的
な
モ
ノ
サ
シ
で

計
り
に
く
い
よ
う
な
場
合
、
同
じ
作
者
の
特
徴
的
な
詩
を
み
て
み
る
。
よ
く
知
ら
れ

た
、
次
の
詩
な
ど
が
す
ぐ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

④
虫
け
ら

大
関
松
三
郎

一
く
わ

ど
っ
し
ん
と
お
ろ
し
て
　
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
土
の
中
か
ら

も
ぞ
も
ぞ
と
　
い
ろ
ん
な
虫
け
ら
が
で
て
く
る

土
の
中
に
か
く
れ
て
い
て

あ
ん
き
に
く
ら
し
て
い
た
虫
け
ら
が

お
れ
の
一
く
わ
で
　
た
ち
ま
ち
大
さ
わ
ぎ
だ

お
ま
え
は

お
ま
え
は

お
ま
え
は

お
ま
え
は

お
ま
え
は

お
ま
え
ら
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

お
れ
は

く
そ
虫
と
い
わ
れ

み
み
ず
と
い
わ
れ

へ
っ
こ
き
虫
と
い
わ
れ

げ
じ
げ
じ
と
い
わ
れ

あ
り
ご
と
い
わ
れ

　
虫
け
ら
と
い
わ
れ

人
問
と
い
わ
れ

百
姓
と
い
わ
れ

く
わ
を
も
っ
て
　
土
を
た
が
や
さ
ね
ば
な
ら
ん

お
ま
え
た
ち
の
う
ち
を
こ
わ
さ
ね
ば
な
ら
ん

お
ま
え
た
ち
の
　
大
将
で
も
な
い
し
　
敵
で
も
な
い
が

お
ま
え
た
ち
を
　
け
ち
ら
か
し
た
り
　
こ
ろ
し
た
り
す
る

こ
ま
っ
た

く
わ
を
た
て
て
考
え
る

だ
が
虫
け
ら
よ

や
っ
ぱ
り
お
れ
は
土
を
た
が
や
さ
ん
ば
な
ら
ん
で
や

お
ま
え
ら
を
　
け
ち
ら
か
し
て
い
か
ん
ば
な
ら
ん
で
や

な
あ

虫
け
ら
や
　
虫
け
ら
や

　
こ
の
詩
を
み
て
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
「
矛
盾
」
を
か
か
え
て
い
る
。
〈
お
れ
〉

と
い
う
「
呼
称
」
も
同
じ
で
あ
る
。
〈
お
れ
〉
〈
お
ま
え
〉
と
い
う
呼
称
は
、
〈
百
姓
〉

で
あ
る
自
分
と
〈
虫
け
ら
〉
と
の
、
親
し
み
の
表
現
と
み
ら
れ
る
。
親
し
み
の
対
象
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で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
〈
土
を
た
が
や
さ
ね
ば
な
ら
ん
〉
こ
と
と
〈
う
ち
を
こ
わ
さ
ね

ば
な
ら
ん
〉
こ
と
と
の
「
矛
盾
」
に
陥
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
詩
を
重
ね
て
み
る
と
、
③
の
「
雑
草
」
の
詩
も
、
や
は
り
〈
百
姓
〉
の
生
活

感
か
ら
く
る
矛
盾
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
。
農
民
に
と
っ
て
雑
草
や
虫
け
ら
は
、
松
三

郎
の
言
い
方
を
使
う
と
〈
敵
〉
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
同
時
に
親
し

み
を
も
感
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
「
矛
盾
」
で
あ
っ
た
。

大
人
の
農
民
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
っ
た
矛
盾
は
な
く
、
子
ど
も
に
特
有
の
認
識

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
松
三
郎
の
担
任
で
あ
っ
た
寒
川
道
夫
は
、
「
雑
草
」
に
つ
い
て

「
一
種
の
杜
会
的
倫
理
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
を
み
て
い
る
し
、
「
虫
け
ら
」
に
つ

い
て
は
「
生
命
の
尊
さ
に
め
ざ
め
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
山
芋
』
百
合
出
版
、
解
説
）
。

農
民
の
子
で
あ
る
こ
と
で
松
三
郎
は
、
〈
ぼ
く
は
雑
草
の
よ
う
に
生
き
た
い
〉
と
い
う

ふ
う
に
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
。

　
寒
川
は
ま
た
、
「
松
三
郎
の
詩
に
は
、
一
行
一
行
、
胸
に
わ
き
た
つ
リ
ズ
ム
が
波
う
っ

て
い
る
」
（
同
上
）
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
詩
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
あ
る
。
①
や
②
の
詩
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
胸
に
わ
き
た
つ
」
よ
う
な
リ
ズ
ム
感

は
な
い
。

　
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
「
二
つ
の
詩
」
を
く
ら
べ
て
み
る
こ
と
で
、
実
に
よ
く
わ
か

る
。
「
一
つ
の
詩
」
で
も
、
あ
る
程
度
の
特
質
は
つ
か
め
る
が
、
「
二
つ
の
詩
」
を
便
っ

た
場
合
と
く
ら
べ
る
と
、
ど
う
し
て
も
悉
意
的
に
な
り
や
す
い
面
が
あ
る
。
「
二
つ
の

詩
」
の
場
合
は
、
も
の
を
考
え
て
い
く
た
め
の
観
点
を
得
や
す
い
。
「
二
つ
・
の
詩
」
を

く
ら
べ
て
、
そ
の
類
以
性
や
相
違
性
を
み
つ
け
て
い
く
に
は
、
「
く
ら
べ
る
」
た
め
の

観
点
を
必
要
と
し
、
そ
の
観
点
の
発
見
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
鑑
賞
を
ふ
か
め
て
い

く
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。

詩
教
育
の
理
論
的
研
究
H
（
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立
）

二

　
こ
こ
で
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
角
度
を
少
し
変
え
る
こ
と
に
す
る
。

の
よ
う
な
詩
を
付
け
加
え
て
み
る
。

⑤
雑
草

北
川
冬
彦

雑
草
が

あ
た
り
構
わ
ず

延
び
放
題
に
延
び
て
い
る
。

こ
の
景
色
は
胸
の
す
く
思
い
だ
、

人
に
踏
ま
れ
た
り
し
て
い
た
の
だ
が

い
つ
の
間
に
か

人
の
膝
を
没
す
る
ほ
ど
に
伸
び
て
い
る
。

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は

人
の
姿
さ
え
見
失
う
ほ
ど

深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
景
色
は
胸
の
す
く
思
い
だ
、

伸
び
蔓
れ
る
と
き
は

ど
し
ど
し
延
び
拡
が
る
が
い
い
。

そ
し
て
見
栄
え
は
し
な
く
と
も

豊
か
な
花
を
ど
っ
さ
り
咲
か
せ
る
こ
と
だ
。

た
と
え
ば
、
次

今
度
は
大
人
の
詩
人
の
詩
で
あ
る
。
同
じ
題
材
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
見
方
が
大
き
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く
異
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
、
雑
草
が
あ
た
り
一
面
に
延
び
拡
が
る
様
子
を
み
て
、

〈
こ
の
景
色
は
胸
の
す
く
思
い
だ
〉
と
思
う
人
物
で
あ
り
、
〈
延
び
て
い
る
〉
そ
の
情

景
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
〈
延
び
て
い
る
V
〈
伸
び
て
い
る
〉
〈
伸
び
蔓
れ
る
〉
〈
延

び
拡
が
る
〉
の
よ
う
に
、
同
義
語
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
い
を
強
め
て

い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　
〈
胸
の
す
く
思
い
〉
が
作
者
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い

る
。
雑
草
の
繁
る
様
子
を
み
て
、
ふ
つ
う
、
〈
胸
の
す
く
思
い
だ
〉
と
は
思
わ
な
い
も

の
で
あ
る
。
雑
草
に
対
す
る
常
識
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
〈
に
く
ま
れ
も
ん
の
雑
草
〉
（
松

三
郎
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
決
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
作

者
の
認
識
の
仕
方
が
、
逆
に
新
鮮
な
教
材
価
値
を
も
っ
て
く
る
わ
け
だ
。
す
ぐ
れ
た

詩
は
、
ど
こ
か
に
、
こ
の
種
の
常
識
と
の
ズ
レ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
ズ
レ
が
、
子

ど
も
た
ち
の
概
念
化
し
た
観
念
を
打
ち
す
え
、
そ
こ
に
与
え
る
刺
激
に
よ
っ
て
新
し

い
文
学
体
験
が
可
能
と
な
る
。

　
北
川
冬
彦
の
「
雑
草
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
さ
き
の
三
編
の
児
童
詩
（
①
S
③
）

と
く
ら
べ
る
と
、
や
は
り
大
人
の
認
識
で
あ
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
〈
こ
の
景

色
は
胸
の
す
く
思
い
だ
〉
と
い
う
の
は
、
雑
草
の
「
力
強
さ
」
も
ふ
く
め
て
、
も
っ

と
フ
ィ
ー
ル
ド
の
広
い
認
識
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
詩
に
み
ら
れ
た
「
力
強
さ
」

へ
の
感
嘆
と
は
、
感
動
の
ポ
イ
ン
ト
が
違
う
。
〈
伸
び
蔓
れ
る
と
き
は
／
ど
し
ど
し
延

び
拡
が
る
が
い
い
〉
と
か
〈
見
栄
え
は
し
な
く
と
も
／
豊
か
な
花
を
ど
っ
さ
り
咲
か

せ
る
こ
と
だ
〉
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
作
者
の
価
直
観
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

作
者
が
こ
の
詩
で
、
雑
草
に
対
比
し
て
い
る
の
は
〈
花
や
野
菜
〉
で
は
な
い
。
雑
草

に
比
楡
さ
れ
て
い
る
何
も
の
か
で
あ
り
、
そ
れ
と
名
指
し
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
雑

草
を
雑
草
た
ら
し
め
て
い
る
モ
ノ
・
ヒ
ト
⑧
コ
ト
な
ど
の
比
楡
と
思
わ
れ
る
。
詩
の

根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
雑
草
が
雑
草
の
ま
ま
で
存
在
し
て
い
る
〈
景
色
〉
を
本

来
の
価
直
と
み
る
思
想
で
あ
る
。
①
か
ら
④
ま
で
の
児
童
詩
に
は
、
こ
う
い
っ
た
背

後
の
深
い
思
想
的
な
暗
示
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
、
「
一
つ
の
詩
」
と
し
て
よ
り
も
、
題
材
を
同
じ
く
す
る
複
数

の
詩
と
「
く
ら
べ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
「
く
ら
べ
る
」
こ
と
は
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
に
な
い
こ
と
を
発
見
し
て
い
く
方
法
で
あ
り
、
他
に
な
い

こ
と
の
発
見
は
、
そ
の
詩
に
独
自
の
価
直
を
与
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
何
編
か
の
詩
を
み
て
き
た
の
だ
が
、
結
果
的
に
そ
れ
ら
の
詩
は
、

い
ま
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
教
材
群
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。
雑
草
と
い
う

題
材
の
詩
の
集
ま
り
で
あ
り
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
雑
草
」
と
い
う
単
元
が
そ
こ
に
成

立
す
る
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
単
元
は
、
い
く
つ
か
の
詩
の
集
ま
り
で
あ
る
が
、
個
々

の
詩
の
鑑
賞
の
集
積
な
の
で
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
詩
を
「
く
ら
べ
る
」
た
め
の
教

材
群
な
の
で
あ
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
く
ら
べ
る
」
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の

観
点
を
必
要
と
す
る
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
i
の
詩
」
の
方
法
的
な
メ
リ
ツ
ト
が
そ
こ
に
あ

る
。
二
つ
、
あ
る
い
は
二
つ
以
上
の
詩
を
「
く
ら
べ
る
」
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

に
固
有
の
教
材
価
直
を
発
見
し
や
す
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
方
法
は
、
そ
の
単
元
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
あ

る
ま
と
ま
り
が
見
え
て
く
る
ま
で
、
教
材
化
の
た
め
の
取
材
を
続
け
て
い
く
。
「
草
」

の
詩
を
取
材
し
て
い
く
と
、
小
学
校
の
教
科
書
に
、
次
の
よ
う
な
詩
が
載
っ
て
い
る
。

⑥
わ
れ
は
草
な
り

わ
れ
は
草
な
り

伸
び
ん
と
す

伸
び
ら
れ
る
と
き

高
見

眞几
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伸
び
ん
と
す

伸
び
ら
れ
ぬ
日
は

伸
び
ぬ
な
り

伸
び
ら
れ
る
日
は

伸
び
る
な
り

わ
れ
は
草
な
り

緑
な
り

全
身
す
べ
て

緑
な
り

毎
年
か
は
ら
ず

緑
な
り

緑
の
お
の
れ
に

あ
き
ぬ
な
り

わ
れ
は
草
な
り

緑
な
り

緑
の
深
き
を

願
ふ
な
り

あ
あ
　
生
き
る
日
の

美
し
き

あ
あ
　
生
き
る
日
の

楽
し
さ
よ

わ
れ
は
草
な
り
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生
き
ん
と
す

草
の
い
の
ち
を

生
き
ん
と
す

　
や
は
り
、
雑
草
（
草
）
の
詩
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
詩
と
そ
の
手
法
が
異
な
る
。

〈
わ
れ
は
草
な
り
〉
と
草
に
「
な
り
変
わ
る
」
、
あ
る
い
は
草
に
「
な
り
変
わ
り
た
い
」

と
い
う
願
望
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
モ
ノ
に
「
な
り
変
わ
る
」

と
い
う
手
法
が
使
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
詩
に
は
な
か
っ
た
手
法
で
あ

る
。
こ
の
事
実
だ
け
で
も
、
こ
の
詩
の
教
材
価
値
は
か
な
り
高
い
。

　
「
な
り
変
わ
る
」
と
い
う
手
法
は
、
ふ
る
く
古
典
和
歌
の
世
界
で
は
よ
く
用
い
ら

れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
が
、
現
代
の
詩
で
は
あ
ま
り
便
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
モ
ノ
に

寄
せ
る
、
あ
る
い
は
モ
ノ
に
託
す
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
技
巧
的
す
ぎ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
「
な
り
変
わ
る
」
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
「
わ
た
く

し
」
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
技
巧
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
面
が
あ

る
。
現
代
詩
が
避
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
も
、
う
な
ず
け
る
。
こ
の
詩
の
場
合
は
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
詩
の
中
で
は
、
〈
わ
れ
は
草
な
り
〉
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
主
調
音
と
な
っ
て
い

る
。
題
名
と
な
り
、
本
文
の
中
で
四
回
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
〈
わ
れ
は
草
な
り
〉

と
い
う
名
乗
り
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
だ
け
強
い
思
い
だ
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
名
乗
り
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
異
様
で
あ
る
。
ふ
つ
う
、
ひ
と
は

草
に
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
の
・
で
は
な
い
か
。
モ
ノ
（
対
象
）
と
し
て
、
距
離
を

お
い
て
称
え
る
こ
と
は
し
て
も
、
草
に
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
に
、
こ
の
作
者
の
認
識
の
不
思
議
さ
が
あ
る
。
大
方
の
読
者
の
認
識
と
の
ズ
レ

が
、
題
名
で
す
で
に
生
起
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
各
連
に
お
い
て
リ
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フ
レ
イ
ン
す
る
が
、
読
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
ズ
レ
が
次
第
に
解
消
さ
れ
て
い

く
よ
う
に
な
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
こ
で
、
作
者
の
不
思
議
な
認
識
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
読

者
も
ま
た
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
文
学
体
験
が
可
能
な
の
も
、
草
と

い
う
モ
ノ
（
対
象
）
に
「
な
り
変
わ
る
」
、
一
種
の
擬
似
的
な
虚
構
体
験
が
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
も
ま
た
、
こ
の
詩
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
擬
似
的

に
体
験
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
み
の
成
立
は
、
「
な
り
変
わ
り
」
の

詩
に
特
有
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
え
る
。

　
全
三
連
と
い
う
形
式
も
初
め
て
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
な
ぜ
三
連
な
の
か
。
な
ぜ
三

連
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
の
詩
の
中
だ
け
で
み
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
詩
と
「
く
ら
べ
る
」
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
こ
の
詩
は
、

草
に
対
し
二
つ
の
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
詩
で
み
る

と
、
③
の
松
三
郎
の
「
雑
草
」
．
が
矛
盾
す
る
二
つ
の
こ
と
に
着
眼
し
て
い
た
。
こ
の

詩
の
場
合
も
、
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
一
連
の
〈
伸
び
る
な

り
〉
、
も
う
一
つ
は
二
連
の
〈
緑
な
り
〉
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
こ
と
に
惹
か
れ
て
、

作
者
は
〈
わ
れ
は
草
な
り
〉
と
言
い
き
っ
た
。
〈
伸
び
る
な
り
〉
は
こ
れ
ま
で
の
詩
に

も
あ
っ
た
が
、
〈
緑
な
り
〉
は
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
と
し
て
初
め
て
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
二
連
は
と
く
に
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と

し
て
み
る
と
き
、
他
の
詩
と
「
く
ら
べ
る
」
こ
と
で
、
詩
の
な
か
で
重
視
し
て
い
く

ポ
イ
ン
ト
が
決
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
詩
で
は
、
第
二
連
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
二
連
は
、
内
容
も
深
い
。
〈
わ
れ
は
草
な
り
／
緑
な
り
〉
と
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

を
話
題
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
〈
緑
の
お
の
れ
に
／
あ
き
ぬ
な
り
〉
と
、
あ
る
。

ふ
つ
う
な
ら
、
〈
全
身
す
べ
て
／
緑
な
り
〉
〈
毎
年
か
は
ら
ず
／
緑
な
り
〉
な
ら
ば
、

飽
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
は
〈
あ
き
ぬ
な
り
〉
と
言
い
き
り
、
そ
し

て
〈
緑
の
深
き
を
／
願
ふ
な
り
〉
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
不
思
議
な
認
識
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
。
重
い
問
い
と
な
る
。
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
、
作
者
の
認
識

と
の
ズ
レ
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
鑑
賞
と
い
う
行
為
が
成
立
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
教
材
の
思
想
と
し
て
の
質
が
高
け
れ
ば
、
鑑
賞
も
当
然
そ
の
分
だ
け
深

く
な
っ
て
い
く
。

　
三
連
は
、
一
二
一
連
を
う
け
て
、
さ
ら
に
高
次
の
認
識
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
く
。

〈
わ
れ
は
草
な
り
／
生
き
ん
と
す
〉
〈
草
の
い
の
ち
を
／
生
き
ん
と
す
〉
と
、
あ
る
。

一
連
は
〈
伸
び
る
な
り
〉
、
二
連
は
〈
緑
な
り
〉
で
あ
っ
た
が
、
三
連
は
〈
生
き
ん
と

す
〉
で
あ
る
。
一
⑧
二
連
は
〈
草
〉
で
あ
っ
た
の
が
、
三
連
は
〈
草
の
い
の
ち
〉
と

な
っ
て
い
る
。
草
と
い
う
モ
ノ
の
存
在
す
べ
て
を
包
み
込
む
た
め
の
フ
レ
ー
ズ
が
、

慎
重
に
え
ら
ば
れ
て
い
る
。
草
に
〈
い
の
ち
〉
を
見
出
し
、
そ
の
〈
い
の
ち
〉
を
生

き
た
い
と
い
う
、
た
い
へ
ん
な
思
想
で
あ
る
。
④
の
北
川
の
「
雑
草
」
と
は
ま
た
、

角
度
の
違
う
思
想
で
あ
る
。

　
表
現
の
面
で
み
る
と
、
ま
ず
、
文
語
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ま
で
の
詩
の

中
で
、
文
語
の
詩
は
初
め
て
で
あ
る
。
そ
の
簡
潔
さ
、
力
強
さ
、
快
い
リ
ズ
ム
感
と

い
っ
た
特
質
も
、
口
語
の
詩
を
ず
っ
と
読
み
つ
づ
け
て
き
た
の
で
、
直
感
的
に
わ
か

る
。
口
語
詩
の
口
調
に
慣
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
〈
わ
れ
は
草
な
り
／
伸
び
ん
と
す
〉

の
よ
う
な
典
型
的
な
文
語
詩
の
リ
ズ
ム
が
と
び
こ
ん
で
く
る
と
、
そ
の
快
い
異
質
感

が
、
文
語
詩
の
リ
ズ
ム
感
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
す
。
リ
ズ
ム
感
の
受
容
は
、
理
性

よ
り
も
直
感
で
あ
る
。
音
読
に
よ
る
直
感
的
な
経
験
は
、
詩
の
受
容
の
重
要
な
要
素

で
あ
る
。
文
語
詩
に
特
有
の
表
現
法
の
こ
と
は
、
そ
の
あ
と
で
学
習
す
れ
ば
よ
い
。

「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
に
文
語
の
詩
を
入
れ
た
場
合
、
口
語
の
詩
と
の
対
比
に
お

い
て
、
ず
い
ぶ
ん
扱
い
や
す
く
な
る
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
に
お
い
て
は
、
表
現

の
面
で
特
色
を
も
っ
た
詩
は
そ
の
存
在
が
き
わ
だ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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高
見
順
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
。

⑦
庭
で

　
　
草
の
一

天
が
今
日
は
実
に
近
い

そ
れ
を
知
っ
て
い
る

草
の
二

高
見

廣ハ

　
手
の
と
ど
き
そ
う
な
近
さ
だ
　
草
も

だ
か
ら
謙
虚
に
葉
末
を
垂
ら
し
て
い
る

光
よ

山
へ
の
ぼ
っ
て
探
し
に
行
け
ぬ

光
よ

草
の
葉
の
問
に
い
て
は
く
れ
ぬ
か

　
　
草
の
三

私
は
い
ま
前
後
左
右
す
べ
て
生
命
に
か
ご
ま
れ
て
い
る
　
庭
は

な
み
な
み
と
生
命
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
　
鳥
の
水
あ
び
の
よ

う
に
私
は
い
ま
草
上
で
生
命
の
ゆ
あ
み
を
す
る

〈
死
の
淵
〉
を
み
つ
め
な
が
ら
、
〈
円
空
が
仏
象
を
刻
ん
だ
よ
う
に
／
詩
を
つ
く
り
た

い
〉
（
「
円
空
が
仏
像
を
刻
ん
だ
よ
う
に
」
）
と
い
う
思
い
で
書
き
つ
が
れ
た
詩
集
で

あ
っ
た
。
高
見
順
の
詩
が
、
モ
ノ
の
「
生
命
」
に
こ
と
さ
ら
敏
感
な
の
も
、
そ
う
い
っ

た
事
情
に
よ
る
。

　
「
庭
で
」
の
連
作
は
、
庭
に
下
り
立
つ
折
々
の
感
懐
で
あ
ろ
う
が
、
詩
人
に
と
っ

て
〈
草
〉
は
格
別
に
親
し
い
も
の
ら
し
い
。
〈
天
〉
や
〈
光
〉
や
〈
生
命
〉
を
確
か
め

る
の
に
、
〈
草
〉
の
感
触
を
手
が
か
り
に
し
て
い
る
。
〈
草
V
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
親
し

い
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
強
い
ら
れ
た
状
況
の
厳
し
さ
は
、
身
の
ま
わ
り
の
モ
ノ
一

コ
ト
を
美
し
く
輝
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
表
現
形
式
も
メ
モ
ふ

う
で
、
自
在
な
散
文
詩
の
形
で
あ
り
、
「
わ
れ
は
草
な
り
」
の
方
は
、
巧
み
な
リ
フ
レ

イ
ン
を
用
い
た
構
成
の
整
っ
た
詩
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
詩
は
そ
の
手
法
が
全
く
異
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る
生
命
へ
の
畏
敬
の
思
い
は
、
実
に
よ
く

似
て
い
る
。
一
人
の
詩
人
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
重
ね
て
読
む
こ
と

で
わ
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
な
り
変
わ
り
」
の
詩
に
か
え
っ
て
み
た
い
。
次
の
よ

う
な
詩
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
れ
は
草
な
り
」
と
同
じ
よ
う
に
、
草
（
雑

草
）
に
「
な
り
変
わ
っ
た
」
詩
で
あ
る
。

⑧
雑
草
の
う
た

エ
ル
ザ
⑧
ペ
ス
コ
フ

　
　
（
小
野
寺
百
合
子
訳
）
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詩
集
『
死
の
淵
よ
り
』
所
収
の
一
編
で
あ
る
。
「
草
」
の
連
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
「
生
命
の
詩
」
と
み
て
い
い
。
『
死
の
淵
よ
り
』
と
い
う
詩
集
に
は
、
食
道
ガ
ン

の
大
手
術
後
の
八
か
月
で
書
か
れ
た
詩
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
の
通
り

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
H
（
足
立
）

ぼ
く
ら
は
た
だ
の

ほ
か
の
な
に
に
も

そ
れ
で
も
元
気
に

雑
草
ど
も
だ

な
れ
や
し
な
い

ぼ
く
ら
は
う
た
う
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
H
（
足
立
）

た
だ
き
い
て
だ
け
　
お
い
と
く
れ

う
ん
、
た
だ
き
い
て
だ
け
　
お
い
と
く
れ

そ
し
て
い
つ
で
も
　
大
元
気

う
ん
、
そ
し
て
い
つ
で
も

大
元
気

人
は
ぼ
く
ら
を
　
刃
物
で
き
ざ
み

大
き
な
シ
ャ
ベ
ル
で
　
あ
た
ま
を
切
っ
て

ひ
っ
ぱ
り
　
ひ
き
さ
き
　
な
げ
つ
け
す
て
る

　
春
と
秋
と
の
　
年
二
回

　
う
ん
、
春
と
秋
と
の
　
年
二
回

き
み
ら
が
う
め
く
の
　
ぼ
く
ら
は
わ
ら
い

き
み
ら
の
い
い
も
の
．
し
っ
け
い
す
る
ん
だ

ぼ
く
ら
は
ど
う
し
た
っ
て
　
え
ら
く
は
な
れ
な
い

　
ぼ
く
ら
は
ど
う
せ
　
雑
草
よ

　
う
ん
、
ぼ
く
ら
は
ど
う
せ
雑
草
よ

ど
ん
な
人
が
　
じ
ゃ
ま
を
し
よ
う
と

ぼ
く
ら
は
か
ま
わ
ず
　
ま
た
根
を
お
ろ
し

太
陽
に
む
か
っ
て
　
元
気
に
の
び
る

　
葉
っ
ぱ
も
つ
ぼ
み
も
両
方
と
も

　
う
ん
、
葉
っ
ぱ
も
つ
ぼ
み
も
両
方
と
も

庭
の
草
花
　
ぼ
く
ら
を
に
く
み

な
ま
け
も
の
よ
と
　
よ
ぶ
ん
だ
け
れ
ど

そ
れ
は
ぼ
く
ら
の
　
ほ
う
じ
や
あ
な
い

　
そ
れ
は
い
つ
で
も
　
き
み
ら
だ
よ

　
う
ん
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
　
き
み
ら
だ
よ

す
こ
し
の
さ
む
さ
も
　
が
ま
ん
が
で
き
ず

日
が
熱
す
ぎ
る
と
　
い
っ
て
は
こ
ぼ
す

ぼ
く
ら
は
ど
っ
ち
も
　
へ
っ
ち
ゃ
ら
な
ん
だ

　
威
勢
の
い
い
〈
う
た
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
詩
の
流
れ
で
い
く
と
、
〈
ぼ
く
ら
は

た
だ
の
　
雑
草
ど
も
だ
／
ほ
か
の
な
に
に
も
　
な
れ
や
し
な
い
〉
と
い
う
冒
頭
の
一

行
で
、
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
す
る
。
テ
ー
マ
は
、
雑
草
で
あ
る
こ
と
の
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
す
こ
し
く
だ
け
て
、
雑
草
で
あ
る
こ
と

へ
の
「
ひ
ら
き
な
お
り
」
あ
る
い
は
「
い
な
お
り
」
と
い
っ
た
方
が
ス
ッ
キ
リ
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
き
わ
め
て
ク
ー
ル
な
認
識
で
あ
っ
て
、
わ
が
く
に
の
少
年
詩
に
は

あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
タ
イ
プ
の
詩
で
あ
る
。
日
本
の
少
年
詩
だ
と
、
こ
の
種
の
テ
ー

マ
の
場
合
、
〈
人
〉
や
〈
庭
の
草
花
〉
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
被
害
者
・

弱
者
へ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
視
点
が
表
に
出
て
し
ま
う
。
こ
の
詩
の
よ
う
な
ク
ー

ル
な
認
識
に
は
、
な
か
な
か
な
れ
な
い
。
そ
の
ぶ
ん
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
新
し

い
感
じ
で
受
け
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
も
ま
た
、
「
な
り
変
わ
り
」
の
詩
で
あ
る
。
雑
草
に
な
り
変
わ
っ
て
み
な
い
と
、

出
て
こ
な
い
発
想
で
あ
る
。
外
か
ら
雑
草
を
見
て
い
た
の
で
は
、
こ
う
い
っ
た
発
想

は
生
ま
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
「
わ
れ
は
草
な
り
」
の
詩
も
同
じ
で
あ
る
が
、
詩
の

雰
囲
気
と
い
う
も
の
は
、
ま
る
で
違
う
。
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「
な
り
変
わ
り
」
の
相
手
は
ど
ち
ら
も
草
で
あ
っ
て
、
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
人
物
の
印
象
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
⑥
の
「
わ
れ
は

草
な
り
」
の
方
は
、
哲
学
的
な
思
弁
に
ふ
け
る
人
物
で
あ
る
が
、
⑧
の
「
雑
草
の
う

た
」
の
方
は
、
日
々
の
出
来
事
に
こ
だ
わ
る
現
実
的
な
発
想
を
す
る
人
物
た
ち
で
あ

る
。
前
者
は
静
か
で
落
ち
着
い
て
い
る
。
後
者
は
威
勢
が
よ
く
て
、
元
気
で
あ
る
。

人
物
像
の
そ
の
違
い
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
そ
の
語
り
か
た
（
表
現
方
法
）
の
違
い

と
な
っ
て
い
る
。

　
「
わ
れ
は
草
な
り
」
は
、
き
れ
い
な
七
⑧
五
調
の
文
語
定
型
の
詩
で
あ
る
。
し
か

も
七
⑧
五
の
調
子
が
一
行
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
二
行
を
ペ
ア
に
し
て
ゆ
っ

く
り
と
音
読
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
雑
草
の
う
た
」
は
、
口
語
定
型
の
詩
で
あ
る
が
、

そ
れ
ほ
ど
き
ち
ん
と
定
型
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
一
連
を
例
に
す
る
と
、
「
七
・
七
／

七
⑤
六
／
八
⑧
七
／
七
・
五
／
二
⑧
七
⑧
五
」
で
あ
る
。
二
連
以
下
は
そ
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
一
応
の
リ
ズ
ム
感
は
あ
る
が
、
完
全
な
定
型
で
は
な
い
。

翻
訳
と
い
う
事
情
か
ら
、
口
語
定
型
を
全
う
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
そ
れ
で
も
、
口
調
の
よ
さ
が
十
分
保
た
れ
て
い
る
の
は
、
〈
う
た
〉
と
い
う
設

定
に
よ
る
。
〈
う
た
〉
は
リ
ズ
ム
を
引
き
よ
せ
、
〈
う
た
〉
の
リ
ズ
ム
は
〈
う
た
う
〉

（
よ
う
に
音
読
す
る
）
こ
と
で
引
き
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
「
な
り
変
わ
り
」

の
詩
で
あ
る
こ
と
が
、
〈
う
た
う
V
こ
と
を
容
易
に
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
、
元

気
の
い
い
雑
草
た
ち
に
な
っ
て
み
た
い
な
、
と
同
化
へ
の
関
心
を
も
っ
て
く
れ
れ
ば
、

「
な
り
変
わ
り
の
詩
」
の
メ
リ
ツ
ト
が
生
か
せ
る
。
そ
の
と
き
、
〈
う
た
〉
で
あ
る
こ

と
の
メ
リ
ツ
ト
も
生
き
て
く
る
。

　
こ
の
二
つ
の
詩
は
語
り
の
相
手
も
違
う
。
「
わ
れ
は
草
な
り
」
の
方
は
、
〈
わ
れ
〉

の
内
面
に
向
か
う
「
語
り
」
で
あ
る
。
誰
か
に
向
か
っ
て
語
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

ひ
た
す
ら
自
已
の
内
面
に
向
か
っ
て
の
語
り
と
い
え
る
。
「
雑
草
の
う
た
」
は
そ
う
で
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は
な
い
。
〈
た
だ
き
い
て
だ
け
　
お
い
と
く
れ
／
う
ん
、
た
だ
き
い
て
だ
け
　
お
い
と

く
れ
V
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
誰
か
に
向
か
っ
て
強
く
語
り
か
け
る
く
う
た
V
で
あ

る
。
そ
の
違
い
が
、
音
読
の
と
き
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
く
る
。

　
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
の
作
品
を
探

索
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
二
言
で
い
え
ば
、
「
類
似
」
の
な
か
で
の
「
差
異
」
の
発
見

が
教
材
研
究
の
中
心
的
な
課
題
と
な
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　
さ
て
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
草
」
の
探
索
も
、
こ
の
あ
た
り
で
ケ
リ
を
つ
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
子
ど
も
の
詩
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
か
ら
、
子
ど
も
の
詩
で
も
っ
て
し
め
く

く
っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
タ
イ
プ
の
異
な
る
二
つ
の
児
童
詩
群
を
教
材
化

し
て
み
る
。
一
つ
は
、
次
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
作
品
で
あ
る
。

⑨
草
取
り

山
代
京
子

太
陽
の
光
が
私
を
つ
き
さ
す
。

汗
は
ま
い
っ
て
、

私
の
体
か
ら
逃
げ
出
す
。

で
も
、
私
は
負
け
な
い
。

私
の
心
は
太
陽
よ
り
強
い
の
だ
。

太
陽
に
か
ん
と
く
さ
れ
、

あ
り
み
た
い
に
働
く
が
、

太
陽
な
ん
か
に
ま
け
る
も
の
か
。
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⑪
草
む
し
り

山
代
信
子

か
ら
い
も
畑
の
草
む
し
り
を
し
た
。

草
を
手
い
っ
ぱ
い
に
た
め
た
。

お
し
り
の
と
こ
ろ
に
も
い
っ
ぱ
い
た
め
た
。

あ
せ
は
た
め
ず
に
、

い
っ
ぱ
い
流
し
た
。

　
二
人
と
も
農
家
の
子
ど
も
で
あ
る
一
⑨
は
六
年
生
、
⑪
は
四
年
生
）
。
こ
の
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
、
草
取
り
は
大
事
な
農
作
業
な
の
で
、
〈
あ
せ
〉
の
感
触
に
リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
る
。
⑨
の
詩
は
、
〈
太
陽
な
ん
か
に
ま
け
る
も
の
か
〉
と
、
な
か
な
か
勇
ま
し
い
。

⑩
の
詩
は
、
〈
あ
せ
は
／
い
っ
ぱ
い
流
し
た
〉
と
い
う
ふ
う
に
、
草
む
し
り
の
清
々
し

さ
を
書
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
詩
も
草
取
り
の
仕
事
に
か
か
わ
っ
た
子
ど
も
で
し
か

書
け
な
い
。
同
じ
草
取
り
で
も
、
大
人
で
は
こ
う
い
っ
た
感
動
に
は
な
ら
な
い
。
子

ど
も
ら
し
い
ス
ト
レ
ー
ト
な
取
材
感
覚
が
あ
る
。
真
夏
の
太
陽
の
下
で
の
草
取
り
は
、

全
身
汗
だ
く
に
な
る
苦
し
い
農
作
業
で
あ
る
か
ら
、
草
取
り
1
太
陽
－
汗
と
い
う
関

係
は
、
話
題
の
選
択
に
お
い
て
実
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
⑨
の
詩
は

太
陽
と
の
関
係
に
、
⑪
の
詩
は
汗
と
の
関
係
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て
い
る
。
ど
ち
ら

も
子
ど
も
ら
し
い
ア
ン
グ
ル
か
ら
の
選
択
と
い
え
る
。

　
こ
の
二
つ
の
詩
を
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
・
草
」
に
加
え
て
み
る
と
、
そ
れ
で
、
ず
い

ぶ
ん
と
厚
み
が
加
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
、
子
ど
も

ら
し
い
立
場
か
ら
の
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
生
活
感
動
を
う
た
っ
た
詩
が
少
な
か
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
詩
と
く
ら
べ
る
と
、
ど
こ
か
観
念
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
農

家
の
子
ど
も
と
い
う
こ
と
で
は
、
③
の
「
雑
草
」
（
大
関
松
三
郎
）
と
同
じ
な
の
だ
が
、

松
三
郎
の
よ
う
な
哲
学
的
な
命
題
に
出
会
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
ひ
た
す

ら
、
草
取
り
の
厳
し
い
仕
事
に
、
子
ど
も
ら
し
い
感
動
を
覚
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ス
ト
レ
ー
ト
な
生
活
感
動
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
読
み
手
の
身
体
を
と
ら
え
る
。
う
ま
く

噛
み
合
え
ば
全
身
的
な
受
容
と
な
る
点
に
、
こ
の
種
の
詩
的
表
現
で
の
良
さ
が
あ
る
。

①
か
ら
⑧
ま
で
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
あ
と
に
、
付
け
加
え
て
み
る
と
、
こ
う
い
っ
た

地
味
な
タ
イ
プ
の
詩
で
も
、
や
は
り
固
有
の
位
置
と
い
う
も
の
が
見
え
て
く
る
。

　
次
の
詩
も
子
ど
も
の
作
品
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
う
。

「
赤
い
鳥
」
所
収
の
、
大
正
時
代
の
子
ど
も
の
詩
で
あ
る
。

⑪
夕
方

三
村
彦
一

夕
方
畠
で
草
む
し
り
、

ひ
ぐ
ら
し
鳴
く
そ
の
そ
ば
で

さ
び
し
い
夕
方
の
草
む
し
り
。

⑫
草
と
り

向
井
文
雄

日
が
沈
ん
だ
。

お
と
む
ら
い
も
す
ん
で
、

石
段
か
ら
皆
お
り
て
来
る
。

草
と
り
な
が
ら

見
て
い
た
。
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い
ず
れ
も
「
赤
い
鳥
」
の
「
推
奨
」
作
品
で
、
い
か
に
も
北
原
白
秋
の
好
み
に
合
フ

た
「
児
童
自
由
詩
」
で
あ
る
。
「
赤
い
鳥
」
の
「
推
奨
」
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

タ
イ
プ
の
詩
と
い
え
る
。
子
ど
も
た
ち
は
草
と
り
（
草
む
し
り
）
を
し
て
い
る
が
、

さ
き
の
⑨
や
⑩
の
詩
と
違
い
、
行
為
そ
の
も
の
に
意
味
を
見
出
だ
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
感
動
点
は
そ
こ
に
は
な
く
て
、
ど
ち
ら
の
詩
も
、
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、

〈
さ
び
し
い
〉
と
い
う
情
感
が
主
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
ら
の
詩
に
あ
っ

て
、
草
取
り
（
草
む
し
り
）
は
、
〈
ひ
ぐ
ら
し
〉
や
〈
お
と
む
ら
い
〉
と
同
じ
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
下
の
題
材
に
す
ぎ
な
い
。
「
赤
い
鳥
」
の
多
く
の
作
品
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
主
眼
は
、
コ
ト
（
行
為
）
よ
り
も
コ
コ
ロ
（
情
感
一
に
あ
る
。
行
為
が
モ

ノ
の
よ
う
に
取
材
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
生
活
実
感
の
も
た
ら
す
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ほ

と
ん
ど
失
く
し
て
い
る
。
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
コ
ト
一
モ
ノ
に
直
接
向
き
合
う
こ

と
を
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
な
「
気
分
」
を
出
す
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
詩
は
、
白
秋
の
童

謡
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
の
ち
に
、
た
と
え
ば
稲
村
謙
一
か
ら
「
隠
居
芸
術
的
な
児
童
詩
」
（
「
詩
を
生
活
へ
」
⑧

『
綴
方
生
活
』
昭
和
6
年
2
月
）
と
批
判
さ
れ
た
の
が
、
こ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
詩

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
歴
史
的
に
み
る
と
、
そ
の
後
の
児
童
詩
教
育
の
趨
勢
は
、
生
活

認
識
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
主
題
と
す
る
「
児
童
生
活
詩
」
に
移
行
し
て
い
く
（
弥
吉
菅

一
『
日
本
児
童
詩
教
育
に
お
け
る
創
作
指
導
の
歴
史
的
研
究
（
3
）
』
私
家
版
一
九
八

三
二
〇
刊
に
く
わ
し
い
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
の
あ
た
り
が
、
児
童
詩
教
育

史
の
一
つ
の
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
、
と
私
も
み
る
の
だ
が
、
そ

の
関
心
か
ら
す
る
と
、
こ
の
タ
イ
プ
の
児
童
詩
は
一
つ
の
歴
史
的
な
証
言
と
し
て
、

興
味
ぶ
か
い
も
の
と
な
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
⑪
や
⑫
の
詩
の
教
材
論
的
な
批
評
に
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
な
観
点
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が
不
可
欠
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
⑨
や
⑪
の
タ
イ
プ
の
詩
と
、
⑪
や
⑫
の
タ

イ
プ
の
詩
と
を
並
べ
て
み
た
と
き
に
、
お
の
ず
と
出
て
く
る
差
異
で
あ
る
。
コ
ト
（
行

為
）
の
詩
と
コ
コ
ロ
（
情
感
）
の
詩
と
は
、
比
較
の
た
め
の
実
に
分
か
り
や
す
い
観

点
で
あ
る
。
児
童
詩
教
育
史
の
い
く
つ
か
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
、
た
と
え
前

後
の
作
品
の
順
序
を
変
え
て
並
べ
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
異
が
く
っ
き
り
と
選
別
で

き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
の
転
換
点
と
い
う
も
の
は
、
差
異
の
根
拠

を
確
実
に
証
明
し
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
⑪
や
⑫
の
詩
は
、
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
た
い
へ
ん
感
覚
的
な
詩
と
い
え
る
。
「
赤
い

鳥
」
の
時
代
で
終
わ
っ
た
、
子
ど
も
の
感
覚
面
を
実
質
以
上
に
評
価
し
て
い
く
、
過

度
の
指
導
の
も
と
で
成
立
し
た
児
童
詩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」

で
な
ら
、
そ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
詩
で
も
、
そ
れ
以
後
の
生
活
詩
に
は
な
い
フ
ァ
ク

タ
ー
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
一
つ
の
詩
」
の
扱
い
で
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
は
な
り
に
く
い
。

同
じ
児
童
詩
で
も
、
③
や
④
の
松
三
郎
の
詩
の
よ
う
に
、
一
度
読
ん
だ
だ
け
で
強
烈

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
詩
と
違
い
、
最
後
の
児
童
詩
群
な
ど
は
目
立
ち
に
く
い
詩

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
「
一
つ
の
詩
」
と
し
て
単
独
で
み
た
場
合
、
安
定
し
た
評
価

を
得
て
き
た
松
三
郎
ら
の
詩
が
あ
る
だ
け
に
、
教
材
価
直
が
ど
う
し
て
も
低
く
見
え

て
し
ま
う
。
こ
の
傾
向
は
「
一
つ
の
詩
」
の
弱
点
で
あ
っ
て
、
教
材
の
価
直
観
が
一

つ
の
基
準
か
ら
の
評
価
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
ア
ン
ソ
ロ

ジ
i
の
詩
」
に
お
け
る
教
材
ど
う
し
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
相
対
的
な
関
係
で
あ

る
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
関
係
の
中
で
「
く
ら

べ
る
」
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
く
方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
「
一
つ
の
詩
」
の

教
材
研
究
と
く
ら
べ
て
、
あ
る
程
度
て
が
た
い
手
続
き
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
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こ
こ
で
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
噛
草
」
と
い
う
教
材
研
究
の
プ
ロ
セ
ス
を
ふ
り
か
え
っ

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
詩
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

①
雑
草
⑧
出
口
賢
治

②
草
一
な
か
も
と
く
に
こ

③
雑
草
・
大
関
松
三
郎

④
（
虫
け
ら
⑧
大
関
松
三
郎
）

⑤
雑
草
一
北
川
冬
彦

⑥
わ
れ
は
草
な
り
一
高
見
順

⑦
（
庭
で
一
高
見
順
一

⑫⑪⑭⑨⑧
雑
草
の
う
た
・
エ
ル
ザ
⑧
ペ
ス
コ
フ

草
取
り
⑧
山
代
京
子

草
む
し
り
⑧
山
伐
言
子

夕
方
一
三
村
彦
一

草
と
り
一
向
井
文
雄

　
以
上
の
十
二
編
で
あ
る
。
一
編
ま
た
一
編
と
探
索
し
な
が
ら
の
十
二
編
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
む
た
め
の
教
材
探
索
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
す
で
に
教
材
研
究
と

な
っ
て
い
る
。
教
材
価
値
の
発
見
と
指
導
の
ね
ら
い
を
同
時
に
見
定
め
て
い
く
プ
ロ

セ
ス
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
に
見
合
う
、
教
材
研
究

の
独
自
の
ス
タ
イ
ル
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
一
草
」
の
場
合
、
草
と
い
う
題
材
が
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
に
、
取
材
は
む
ず
か
し
い
。
現
代
詩
で
も
っ
と
も
大
冊
の
詩
集
と
み
ら
れ
る
『
谷

川
俊
太
郎
詩
集
』
（
正
⑧
続
、
思
潮
社
　
一
九
六
五
二
）
や
『
定
本
一
小
野
十
三
郎

全
詩
集
』
（
立
風
書
房
　
一
九
七
九
一
九
）
や
『
入
澤
康
夫
〈
詩
〉
集
成
』
（
青
土
杜

　
一
九
七
九
⑧
五
）
な
ど
に
当
た
っ
て
も
草
の
詩
は
な
い
。
い
ろ
ん
な
文
献
を
探
索

し
な
が
ら
の
、
十
二
編
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
集
め
や
す
い
題
材
と
い
う
の
も
あ

る
が
、
こ
の
考
察
で
は
、
厳
し
い
条
件
を
え
ら
ん
で
、
敢
え
て
少
な
そ
う
な
題
材
に

■
挑
ん
で
み
た
の
だ
っ
た
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
に
は
、
そ
の
意
味
で
、
題
材
を
決

定
し
て
い
く
題
材
論
が
か
な
り
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
。
授
業
論
の
セ
オ
リ
イ

を
ふ
め
ば
、
授
業
の
「
ね
ら
い
」
が
題
材
を
決
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
の
は
、
「
私
の
教
材
研
究
」
の
場
合
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
事
例

に
す
ぎ
な
い
。
全
く
同
じ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
便
う
と
し
て
も
、
そ
の
扱
い
方
は
一
つ

で
は
な
い
。
教
材
相
互
の
関
係
が
多
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
教
材
を
ど
の
よ

う
な
順
序
に
配
列
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
て
く
る
。
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
お

け
る
「
順
序
・
配
列
」
の
問
題
で
あ
る
。
題
材
論
と
同
じ
く
、
こ
の
問
題
も
ま
た
授

業
の
「
ね
ら
い
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
こ
で
、
「
一
つ
の
詩
」

の
場
合
と
違
う
の
は
、
そ
の
「
ね
ら
い
」
が
複
数
の
詩
の
相
対
的
な
関
係
に
よ
っ
て

多
く
の
角
度
か
ら
決
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
は
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

と
い
う
形
態
に
内
在
す
る
、
き
わ
め
て
有
利
な
教
材
論
と
い
え
る
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

の
詩
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
詩
の
授
業
に
多
面
的
な
展
開
を
も
た
ら
す
単
元
構
想
の

試
案
で
も
あ
る
。

（
注
）
各
作
品
に
つ
い
て
、
出
典
な
ど
若
干
の
解
説
を
付
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

①
金
井
直
『
子
ど
も
の
詩
』
杜
会
思
想
杜
一
九
七
四
・
八
一
八
四
頁
。
た
だ
し
金
井
の
評

　
価
は
、
否
定
的
で
あ
る
。
「
困
難
に
う
ち
勝
っ
て
生
き
た
い
と
い
う
希
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
が
、
こ
の
よ
う
な
人
生
の
教
訓
が
あ
ま
り
に
も
あ
り
き
た
り
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の

　
つ
ま
ら
な
さ
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
方
法
で
み
る
と
き
、

　
「
常
識
的
な
一
つ
の
見
方
」
と
い
う
観
点
の
明
快
さ
に
、
一
つ
の
教
材
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
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で
き
る
。
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
は
、
作
品
相
互
の
関
係
の
中
に
教
材
価
値
を
み
よ
う
と
す
る

　
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

②
『
新
訂
小
学
国
語
2
下
』
教
育
出
版
一
九
八
六
。
六
四
一
頁
。
こ
の
詩
に
つ
い
て

　
は
、
拙
稿
「
見
方
の
詩
教
育
論
と
他
教
科
の
関
連
」
（
実
践
国
語
教
育
情
報
　
一
九
八
五
。
一
〇
）
、

　
同
「
ね
ら
い
の
見
え
る
授
業
」
（
教
育
科
学
国
語
教
育
　
一
九
八
八
二
〇
）
参
照
。
い
ず
れ
も
、

　
こ
の
詩
を
「
一
つ
の
詩
」
と
し
て
扱
っ
た
私
自
身
の
授
業
記
録
で
あ
る
。

③
大
関
松
三
郎
『
山
芋
』
百
合
出
版
一
九
五
一
二
一
二
四
頁
。

④
同
上
、
三
一
頁
。

⑤
初
出
は
、
詩
集
『
実
験
室
』
一
九
四
一
二
一
。
村
野
四
郎
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
「
こ
の
詩

　
に
は
、
作
者
の
思
想
の
根
底
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
、
生
命
力
に
対
す
る
強
い
肯
定
的
な
精
神

　
が
、
そ
の
信
念
を
ま
も
る
た
め
の
低
抗
や
反
逆
の
論
理
に
ま
ぎ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
率
直
に
表

　
現
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
が
ひ
か
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
鑑
賞
現
代
詩
m
』
筑
摩
書
房
　
一

　
九
六
六
二
〇
　
二
二
二
頁
）
。
素
直
な
鑑
賞
と
い
っ
て
よ
い
が
、
ど
こ
か
物
足
り
な
い
。
北
川

　
の
詩
で
あ
る
か
ら
、
「
低
抗
や
反
逆
の
論
理
」
も
被
せ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
内
在
す

　
る
「
思
想
」
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
っ
た
視
点
を
見
逃
せ
な
い
。

⑥
『
国
語
五
上
』
光
村
図
書
一
九
八
六
二
一
二
四
頁
。

⑦
詩
集
『
死
の
淵
よ
り
』
講
談
杜
一
九
七
丁
七
一
五
〇
頁
。

⑧
千
葉
文
学
教
育
の
会
『
感
動
体
験
を
育
む
詩
の
授
業
』
明
治
図
書
一
九
七
一
二
一
一
五

　
八
頁
。
安
藤
操
の
実
践
で
使
わ
れ
た
教
材
の
一
つ
。
大
関
松
三
郎
「
雑
草
」
の
授
業
（
五
年
一

　
の
副
教
材
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
詩
が
教
材
ヒ
さ
れ
て
い
る
。
安
藤
は
こ
の
実
践
の
中
で
、
「
こ

　
の
詩
の
雑
草
は
、
松
三
郎
が
愛
着
を
感
じ
、
ま
た
嫌
悪
す
る
境
遇
に
ひ
ら
き
な
お
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
鋭
い
批
評
が
あ
る
。
松
三
郎
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
で
、
自
已
の
生
き
方
を
考
え
よ
う

　
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
詩
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
連
帯
意
識
を
強
調
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
作
者
の
境
遇
一
年
齢
⑤
生
活
意
識
の
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し

　
合
っ
た
」
と
述
べ
、
て
い
る
。
松
三
郎
の
「
雑
草
」
に
対
比
さ
せ
る
教
材
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
の
ほ
か
に
、
「
雑
草
」
（
北
川
冬
彦
）
と
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
（
宮
沢
賢
治
）
の
二
編
が
、

　
副
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

⑨
黒
水
辰
彦
『
詩
の
ア
ル
バ
ム
』
黎
明
董
房
一
九
七
七
一
五
四
一
頁
。
黒
水
は
、
「
真
夏
の

　
炎
天
下
の
仕
事
の
時
の
感
動
で
す
。
た
く
ま
し
い
男
性
的
な
詩
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ

作
者
の
太
陽
に
取
材
し
た
詩
に
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
の
で
、
引
い
て
お
き
た
い
。
昼
の

太
陽
と
対
照
的
な
、
や
わ
ら
か
い
夕
日
の
光
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
題
材
へ
の
柔
軟
な
対
応

力
を
も
っ
た
子
ど
も
で
あ
る
◎

夕
日

山
代
京
子

だ
い
だ
い
色
に
そ
ま
っ
た
タ
日
が
、

か
ら
す
や
、

小
鳥
や
、

私
た
ち
が
、

帰
っ
て
行
く
ま
で
、

母
さ
ん
の
よ
う
な
や
さ
し
い
光
を
出
し
て
、

見
守
っ
て
い
る
。

⑪
同
上
四
一
頁
。
指
導
者
の
黒
水
は
、
「
う
し
ろ
二
行
の
対
句
的
表
現
を
生
か
し
な
が
ら
の
飛

　
躍
が
お
も
し
ろ
い
。
自
分
を
客
観
化
し
、
じ
っ
く
り
見
つ
め
直
す
目
が
こ
こ
に
も
あ
り
ま
す
」

　
と
批
評
し
て
い
る
。
同
じ
作
者
の
詩
に
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。
こ
の
作
者
は
、
生
活
実

　
感
の
中
で
ふ
っ
と
出
て
く
る
美
し
い
も
の
に
目
が
い
く
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

大
根
あ
ら
い
　
　
　
山
代
信
子

夕
方
、

母
と
大
根
あ
ら
い
を
し
た
。

あ
れ
た
手
を
、

ま
た
あ
ら
し
て
あ
ら
っ
た
。

く
ら
く
な
っ
て
き
た
ら
、

大
根
が
白
く
よ
く
み
え
だ
し
た
。

⑪
初
出
は
、

「
赤
い
鳥
」
大
正
一
〇
年
一

一
月
号
。
渋
谷
清
視
『
に
っ
ぼ
ん
子
ど
も
の
詩
』
鳩
の

詩
教
育
の
理
論
的
研
究
H
（
足
立
）



◎
夏
一
〇
一
　
丁
圓

。
各
巨
一
幸
団
一
王
Y
T
「
管
い
宰
」
菊
用
雌
⑳

　
◎
亘
三
Ψ
◎
断
坦
丁
一
斗
Ψ
一
望
曇
撃

帥

（
草
吾
）
H
影
控
朗
蝶
睡
⑦
阜
酵
墨


