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本
稿
は
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
教
育
」
の
授
業
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
　
　
表
し
て
い
る
。
「
生
徒
は
ど
ん
た
詩
を
好
む
か
ー
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
作
り
を
通
し
て

で
あ
る
。
（
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
は
、
詩
歌
や
文
章
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
ふ
っ
う
　
　
－
」
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
八
編
の
詩
を
同
時
に
教
材
化
し
て
の
、
ま
さ
に
ア
ソ

「
詞
華
集
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
詩
の
分
野
に
限
る
の
で
「
選
詩
集
」
　
　
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
で
あ
っ
た
。
「
八
編
の
詩
を
切
り
離
し
、
好
き
な
順
に
並
べ

と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
く
。
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
さ
せ
、
余
白
に
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
合
う
よ
う
次
マ
ソ
ガ
⑧
カ
ッ
ト
を
入
れ
さ
せ

　
こ
れ
ま
で
、
詩
の
読
解
一
鑑
賞
理
論
の
多
く
は
、
二
つ
の
詩
」
の
教
材
パ
タ
ー
　
　
て
、
一
冊
の
個
性
あ
ふ
れ
る
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
ら
せ
た
」
。
そ
し
て
、
「
第
一
位
に

ソ
に
も
と
づ
い
て
構
想
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
教
　
　
選
ん
だ
詩
ご
と
に
小
グ
ル
ー
プ
を
作
ら
せ
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
内
で
詩
を
鑑
賞
一
分
析

材
パ
タ
ー
ソ
に
よ
る
授
業
理
論
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
た
い
。
し
か
し
、
　
　
さ
せ
、
後
で
全
体
で
発
表
さ
せ
る
」
と
い
う
授
業
で
あ
る
。

私
の
研
究
し
て
き
た
詩
教
育
論
の
構
想
で
は
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
発
　
　
　
ま
た
、
拙
著
『
新
し
い
詩
教
育
の
理
論
』
二
九
八
三
年
一
で
は
、
三
っ
の
タ
イ

想
は
、
一
っ
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
の
授
業
論
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
っ
「
詩
が
教
え
る
位
相
」
の
事
例
と
し

　
拙
著
『
現
代
詩
の
授
業
』
一
一
九
七
八
年
一
は
、
私
自
身
の
実
践
記
録
で
あ
る
が
、
　
　
て
、
足
立
郁
夫
氏
の
「
楽
し
い
『
私
の
詩
文
集
』
作
り
」
と
い
う
実
践
を
取
り
上
げ

た
と
え
ば
、
中
学
校
で
の
実
践
「
〈
母
〉
を
問
う
」
「
ポ
ェ
ジ
ー
紀
行
」
、
高
校
で
の
　
　
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
年
問
を
通
し
て
視
写
に
よ
っ
て
一
冊
の
詩
集
を
作
り
上
げ
て

実
践
「
〈
父
V
と
の
対
時
」
「
青
春
の
心
象
風
景
」
「
現
代
詩
の
意
匠
」
注
ど
は
、
そ
　
　
い
く
、
と
い
う
帯
単
元
で
の
実
践
で
あ
る
。
『
私
の
詩
文
集
』
と
い
う
特
製
の
ノ
ー

れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
合
っ
た
複
数
の
詩
を
教
材
化
し
て
い
る
。
テ
ー
マ
単
元
と
い
う
　
　
ト
に
、
毎
日
一
連
ず
っ
（
四
連
の
詩
た
ら
四
目
か
げ
て
）
視
写
し
て
い
く
。
足
立
氏

性
格
上
、
必
然
的
に
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
態
の
教
材
化
に
杜
っ
た
わ
げ
で
あ
る
。
　
　
は
、
こ
の
試
み
を
「
現
代
写
本
づ
く
り
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
生
徒
た
ち

　
私
の
現
代
詩
の
授
業
例
を
ふ
ま
え
て
、
の
ち
に
杉
本
麗
次
氏
が
、
「
中
学
校
に
お
　
　
は
例
外
た
く
、
こ
の
単
調
に
み
え
る
写
本
づ
く
り
に
興
味
を
も
ち
っ
づ
げ
た
、
と
い

げ
る
詩
の
指
導
」
（
『
国
語
教
育
研
究
』
第
2
6
号
　
一
九
八
○
年
一
と
い
う
実
践
を
発
　
　
う
。
足
立
氏
は
ま
た
、
こ
の
実
践
を
通
じ
て
、
「
詩
の
選
択
」
が
楽
し
く
て
た
ま
ら

　
　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
一
教
育
科
学
一
第
二
十
五
巻
　
一
頁
～
一
九
頁
　
平
成
三
年
十
二
月
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
（
足
立
）

な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
試
み
で
は
、
一
度
視
写
さ
れ
た
詩
は
二
度
と
は

使
わ
れ
た
か
っ
た
。
数
年
た
っ
て
気
づ
い
て
み
る
と
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
作
り
」
の

た
め
に
、
本
棚
一
つ
分
が
購
入
し
た
詩
集
で
埋
ま
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
方
法
は
、
教
師
を
も
、
し
ぜ
ん
に
詩
の
世
界
に
引

き
寄
せ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
他
に
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
と
し
て
は
、
椿
原
正
道
氏
の
「
ま

ど
・
み
ち
お
の
愛
の
思
想
に
せ
ま
る
授
業
」
一
文
芸
研
編
『
詩
の
授
業
　
小
学
校
中

学
年
』
一
九
八
二
年
）
、
府
川
源
一
郎
氏
に
よ
る
「
小
単
元
⑧
詩
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
」

と
い
う
試
み
一
『
文
学
教
材
単
元
学
習
の
新
展
開
』
一
九
八
六
年
一
、
市
毛
勝
雄
氏
ら

に
よ
る
「
い
ろ
い
ろ
な
詩
」
（
『
詩
の
楽
し
さ
を
教
え
る
授
業
』
一
九
八
八
年
）
な
ど

の
実
践
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
詩
教
材
は
単
独
で
は

な
く
、
教
材
群
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
柏
原
玲
子
氏
の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
実
践
は
、
私
の

ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
理
論
に
も
と
づ
く
共
同
研
究
で
あ
っ
て
、
理
論
と
方
法
の
両
面
に
わ

た
っ
て
分
析
の
で
き
る
事
例
で
あ
る
。

　
柏
原
玲
子
氏
は
、
昭
和
6
1
年
度
の
内
地
留
学
生
（
大
阪
教
育
大
学
）
と
し
て
、
私

の
研
究
室
で
詩
教
育
論
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
。
と
く
に
、
私
が
当
時
、
詩
教
育
論

の
構
想
の
一
つ
と
し
て
も
っ
て
い
た
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の
方
法
を

研
究
さ
れ
て
、
そ
の
成
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
一
『
豊
か
た
感
性
や
深
い

知
識
力
を
育
て
る
た
め
の
詩
の
指
導
に
つ
い
て
　
　
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
原
理
を
活
用

し
て
1
』
一
九
八
六
年
）
。
大
阪
市
立
西
天
満
小
学
校
の
五
年
生
を
対
照
と
し
た

研
究
（
一
九
八
五
年
一
〇
月
）
で
あ
る
。

　
以
下
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の
理
論
と

方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

指
導
目
標
⑱
指
導
計
画
⑱
学
習
過
程

　
柏
原
氏
の
単
元
構
想
は
、
「
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
を
作
ろ
う
」
一
全
五
時
問
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
全
五
時
問
と
い
う
の
は
、
一
般
に
国
語
教
科
書
に
年
一
回

あ
る
「
詩
の
単
元
」
に
配
当
さ
れ
る
時
間
数
で
あ
る
。
教
科
書
に
は
ふ
っ
う
三
～
四

編
の
詩
が
の
っ
て
い
る
が
、
こ
の
単
元
の
教
材
は
、
四
〇
冊
の
詩
集
で
あ
る
。
「
ジ
ュ

ニ
ア
ポ
エ
ム
」
（
教
育
出
版
セ
ソ
タ
ー
）
、
「
詩
の
散
歩
道
」
一
理
論
杜
）
、
「
詩
の
本
」

（
国
土
杜
）
、
「
少
年
少
女
の
た
め
の
目
本
名
詩
集
」
一
あ
す
た
ろ
書
房
）
た
ど
の
詩
集

シ
リ
ー
ズ
、
四
〇
冊
で
あ
っ
た
。

　
児
童
数
は
三
二
名
な
の
で
、
ひ
と
り
に
一
冊
ず
つ
わ
た
せ
る
こ
と
と
、
選
択
の
余

地
を
残
し
て
四
〇
冊
と
し
た
の
だ
っ
た
。
一
人
一
冊
と
い
う
発
想
は
、
私
の
示
唆
に

よ
る
も
の
で
、
大
村
は
ま
氏
の
「
単
元
一
各
国
に
生
き
る
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
姿
」

と
い
う
実
践
（
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
　
7
』
一
九
八
四
年
）
に
学
ん
だ
ア
イ
デ
ア

で
あ
る
。
府
川
氏
の
実
践
一
前
出
一
で
も
、
一
人
一
冊
の
詩
集
が
教
材
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
単
元
学
習
と
し
て
は
、
異
例
の
こ
と
で
は
た
い
。

　
柏
原
氏
の
実
践
は
、
「
①
多
様
な
作
風
の
詩
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
。
②
主
体
的
に

作
品
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
」
の
二
点
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
「
ア

ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
の
特
質
と
い
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
た
ね
ら

い
が
あ
っ
た
。

　
《
詩
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
感
性
や
深
い
認
識
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
詩

　
を
読
む
こ
と
を
好
き
に
さ
せ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
れ
に
は
、
①
多
様
杜
作

　
風
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
、
②
主
体
的
に
作
品
と
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
、
が
大
切
で

　
あ
る
。
①
に
っ
い
て
は
、
感
性
の
質
は
人
に
よ
っ
て
異
た
り
、
ど
ん
た
詩
を
お
も

　
し
ろ
い
と
感
じ
る
か
、
好
き
に
な
る
か
は
人
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
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②
に
つ
い
て
は
、
主
体
的
、
積
極
的
に
作
品
と
か
か
わ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
分
に

　
と
っ
て
大
切
な
詩
に
た
り
、
本
当
の
詩
の
お
も
し
ろ
さ
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

　
か
ら
で
あ
る
。
主
体
的
に
作
品
に
か
か
わ
ら
せ
る
要
件
を
考
え
る
と
き
、
明
星
大

　
学
の
飯
島
婦
佐
子
氏
の
次
の
説
が
参
考
に
な
る
。
主
体
性
と
関
連
の
深
い
自
発
性

　
に
っ
い
て
、
「
自
発
性
の
発
達
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
学
ぶ
喜
び
を
子
ど

　
も
が
感
じ
、
子
ど
も
の
判
断
で
学
習
す
る
も
の
を
選
択
し
た
り
、
決
定
し
た
り
す

　
る
経
験
を
も
つ
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
」
（
『
児
童
心
理
』
3
6
巻
1
2
号
）
と
述
べ
て

　
い
る
。
教
材
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
は
、
主
体
的
に
作
品
に
か
か
わ
ら
せ
る
方
法
と

　
し
て
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
物
語
文
た
ど
の
教
材
で
は
か
た
り
む
ず
か
し
い

　
面
が
あ
る
が
、
詩
の
場
合
に
は
そ
れ
が
可
能
と
な
る
。
一
通
り
読
む
の
に
要
す
る

　
時
間
が
短
い
か
ら
で
あ
る
。
》

　
こ
の
考
え
方
の
べ
－
ス
に
あ
る
の
は
、
「
差
異
の
原
理
」
で
あ
る
。
詩
人
ひ
と
り

ひ
と
り
の
作
風
は
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
、
子
ど
も
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
好
み
」

も
違
う
と
い
う
こ
と
。
「
一
つ
の
詩
」
の
鑑
賞
指
導
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
事
実
に
対

応
し
き
れ
な
い
で
い
た
。
し
か
し
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
で
は
、
対
応
が
可
能

で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
条
件
に
対
応
で
き
る
教
材
開
発
を
意
図
し
た
と
き
に
、

「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
と
い
う
発
想
の
教
材
論
が
出
て
く
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
柏
原
氏
の
設
定
し
た
「
指
導
目
標
」
は
、
「
①
多

く
の
詩
を
読
み
、
そ
の
中
か
ら
好
き
な
詩
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
②
い
ろ
い
ろ
た

作
風
の
詩
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
詩
人
の
鋭
い
感
じ
方
、
認
識
の
仕
方
を
と
ら
え

て
、
詩
の
お
も
し
ろ
さ
を
実
感
す
る
」
と
い
う
二
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
指
導
目
標
」

に
却
し
て
、
「
指
導
目
標
」
は
次
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
指
導
計
画
は
三
つ
の
段
階
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
分
げ
る
と
、
第

一
次
一
第
二
次
と
第
三
次
の
二
つ
の
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
一
一
足
立
一

指
導
計
画

一一一

二 一 次

5 3
㊧
4

1
岬
2

時

方
ア
、
ソ
比
ソ
職
口
表
ジ
現
1
の
の
効
中
果
か
に
ら
気
鑑
づ
賞
か
教
せ
材
る
を
○
選
　
び
　
、
　
比
　
峨
　
的
　
な
　
も
　
の
　
の
　
見

に
選
気
ん
づ
だ
か
理
せ
由
る
文
○
を
　
読
　
み
　
合
　
し
1
　
詩
　
人
　
の
　
鋭
　
い
　
感
　
じ
　
方
　
、
　
認
　
識
　
の
　
仕
　
方

実
ジ
各
感
1
自
さ
を
一
せ
作
冊
る
り
の
O
’
詩
　
多
集
　
様
を
　
な
読
　
作
み
　
風
’
　
に
好
　
ふ
き
　
れ
な
　
さ
詩
　
せ
を
　
て
選
　
’
ん
　
詩
で
　
の
学
　
お
級
　
も
の
　
し
ア
　
ろ
ソ
　
さ
ソ
　
を
口

指
導
内
容
の
概
要

　
第
一
次
で
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
を
つ
く
り
、
第
二
次
は
そ
の
鑑
賞
で
あ
る
。

第
三
次
は
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
の
中
か
ら
一
編
の
詩
を
え
ら
び
、
と
り
た

て
指
導
（
こ
の
場
合
は
比
楡
の
指
導
一
を
行
お
う
と
す
る
段
階
で
あ
る
。
「
ア
ソ
ソ

ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の
あ
と
で
は
、
「
一
つ
の
詩
」
の
鑑
賞
で
あ
っ
て
も
、
教
材

化
の
ポ
イ
ソ
ト
を
絞
り
こ
ん
だ
指
導
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
第
一
次
⑧
第
二
次
の
大
ま
か
な
展
開
は
、
先
行
す
る
実
践
の
中
で
は
、
府
川

氏
の
指
導
過
程
（
前
出
一
が
参
考
と
な
っ
た
。
府
川
氏
の
場
合
は
、
「
教
科
書
の
詩

の
鑑
賞
」
か
ら
入
っ
て
い
る
が
、
柏
原
氏
は
、
は
じ
め
か
ら
「
四
〇
冊
の
詩
集
」
の

教
材
化
か
ら
入
っ
て
い
る
。
ま
た
、
府
川
氏
は
全
体
の
鑑
賞
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、

柏
原
氏
は
、
そ
の
後
、
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
か
ら
さ
ら
に
一
編
の
詩
を
え
ら
ん
で
鑑



　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
一
（
足
立
）

賞
指
導
す
る
、
第
三
次
の
段
階
を
設
定
し
て
い
る
。
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
拡
大

さ
れ
た
詩
の
世
界
を
、
特
定
の
ね
ら
い
一
こ
の
実
践
で
は
、
比
楡
の
指
導
一
か
ら
教

材
化
す
る
こ
と
で
焦
点
化
し
て
い
く
段
階
で
あ
る
。

　
こ
の
「
指
導
計
画
」
に
も
と
づ
い
て
、
「
学
習
過
程
」
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
。

学
習
過
程

二 一 次

3
⑧
4

1
㊥
2

時

　
　
　
　
　
2
1
1
・
⑧
　
　
⑧
気
詩
友
す
身
　
（
い
づ
’
達
ご
近
こ
比
ろ
い
鑑
は
い
な
と
職
い
た
賞
’
も
題
ば
の
ろ
こ
文
お
の
材
遊
き
な
と
を
も
の
で
び
わ
作
を
読
し
見
詩
の
だ
風
話
み
ろ
方
が
詩
つ
の
し
合
い
を
か
’
て
詩
合
う
作
し
げ
歌
い
が
う
O
品
て
る
え
る
あ
O
を
い
O
る
作
る
選
る
　
詩
品
O
ん
◎
　
な
’
で
　
　
　
ど
オ
い
　
　
　
に
ノ
る
　
　
分
マ
○
　
　
類
ト
　
　
　
す
ぺ
　
　
　
る
の
　
　
J
作
　
　
　
品
　
　
　
　
、

　
6
5
4
3
　
　
2
1
蔚
引
蔚
雲
ボ
㍍
。
だ
1
用
套
う
い
好
一
器
琶
養
曇
蔦
嚢
蓋
蕎
畢
曄
亭
奪
芝
薫
1
毒
嚢
蓼
に
・
　
　
す
全
た
選
行
　
　
　
O
部
め
毫
　
　
　
　
　
に
に
う
）
　
　
　
　
　
付
読
　
　
　
　
　
塞
む
　
　
　
　
　
を
O
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
O

指
導
内
容
の
概
要

3
友
達
の
選
ん
だ
作
品
の
中
で
、

を
つ
げ
る
一
。

気
に
い
っ
た
作
晶
を
選
ぶ
一
〇

　
　
　
　
　
（
第
三
次
は
略
）

　
第
一
次
、
第
二
次
と
も
、
活
動
的
な
学
習
過
程
が
組
ま
れ
て
い
る
。
第
一
次
（
1

時
⑧
2
時
）
は
、
六
っ
の
指
示
か
ら
な
っ
て
い
る
。
「
世
界
で
た
だ
一
っ
の
詩
集
」

を
作
る
ま
で
の
、
個
人
学
習
の
過
程
で
あ
る
。
第
二
次
（
3
時
一
4
時
一
は
、
第
一

次
で
作
ら
れ
た
詩
集
を
教
材
と
し
た
、
全
体
学
習
の
過
程
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
段
階

も
、
「
一
つ
の
詩
」
の
鑑
賞
指
導
で
は
見
ら
れ
た
い
授
業
方
法
で
あ
る
。

二
　
『
世
界
で
た
だ
一

つ
の
詩
集
』
を
作
る

　
こ
の
単
元
の
学
習
活
動
は
、
以
下
の
よ
う
杜
プ
ロ
セ
ス
で
実
践
さ
れ
た
。
第
一
次

に
は
、
「
世
界
で
た
だ
一
っ
の
詩
集
を
作
ろ
う
」
と
い
う
目
標
が
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
は
、
そ
の
た
め
に
、
ひ
と
り
一
頁
分
を
ま
る
ご
と
「
ま
か
さ
れ
る
」
わ
げ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
一
冊
の
詩
集
を
え
ら
ぶ
と
い
う
段
階
が
あ
る
。
四
〇
冊
の
本
の
並
ん

だ
コ
ー
ナ
ー
に
行
っ
て
、
ひ
と
り
ず
っ
気
に
入
っ
た
本
を
も
っ
て
く
る
。
三
二
人
の

学
級
で
あ
る
か
ら
、
最
後
の
ひ
と
り
と
な
っ
て
も
ま
だ
九
冊
も
残
っ
て
い
る
。
選
択

の
余
地
は
十
分
で
あ
る
。

　
多
く
は
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
え
ら
ん
で
い
く
。
『
し
か
ら
れ
た
神
さ
ま
』
（
川

崎
洋
）
『
地
球
へ
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
』
（
谷
川
俊
太
郎
）
『
し
ゃ
っ
く
り
う
た
』
（
ま
ど
⑧

み
ち
お
一
『
げ
ん
げ
と
蛙
』
一
草
野
心
平
一
『
あ
り
が
と
う
』
一
有
馬
敲
一
『
空
か
ら
来

た
ひ
と
』
（
鈴
木
た
く
ま
一
『
イ
グ
ァ
ナ
の
ゆ
め
』
一
木
島
始
一
『
う
そ
う
た
』
一
中
江

俊
夫
）
と
い
っ
た
、
お
も
し
ろ
そ
う
た
タ
イ
ト
ル
が
並
ん
で
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
い

わ
ば
詩
集
の
顔
で
あ
る
。
作
者
は
、
子
ど
も
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
か
ら
、
絶



5

妙
の
タ
イ
ト
ル
を
つ
げ
よ
う
と
す
る
。
詩
人
と
し
て
の
セ
ソ
ス
の
問
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
中
か
ら
一
冊
を
引
き
抜
く
。
タ
イ
ト
ル
を
比
較

し
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
が
ら
一
冊
に
決
め
て
い
く
わ
げ
で
あ
る
。

　
次
に
、
手
に
し
た
一
冊
の
詩
集
の
中
か
ら
、
気
の
入
っ
た
一
冊
の
詩
を
え
ら
ぶ
作

業
に
入
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
「
い
い
在
と
思
う

詩
」
の
全
部
に
付
義
を
入
れ
て
い
く
。
そ
の
あ
と
で
、
付
嚢
を
入
れ
た
詩
を
も
う
一

度
読
み
直
し
、
一
編
に
絞
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
集
は
、
そ
の
子
し
か

も
っ
て
い
た
い
。
ど
の
詩
を
え
ら
ぶ
か
も
、
自
分
ひ
と
り
で
決
め
て
い
く
し
か
な
い
。

他
の
子
ど
も
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
全
く
の
「
ま
か
さ
れ
た
」
場
な
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
で
の
安
心
感
と
責
任
感
の
よ
う
た
思
い
が
、
学
習
に
一
首
の
緊
張
感

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
お
の
ず
と
「
主
体
的
」
に
た
ら
ざ
る
を
え
た
い
よ
う
に
、

学
習
活
動
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
え
ら
ん
だ
一
編
の
詩
に
っ
い
て
、
清
書
用
の
紙
に
視
写
し
、
詩
の
内
容
に
合
っ
た

簡
単
荏
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
る
。
イ
ラ
ス
ト
を
っ
げ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
大
好

き
な
表
現
活
動
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
「
選
ん
だ
理
由
」
を
作
文
す
る
。
こ
の
作

文
は
、
第
二
次
の
全
体
学
習
の
と
き
に
、
他
の
子
ど
も
た
ち
の
鑑
賞
の
手
助
げ
と
な
っ

て
い
く
デ
ー
タ
と
た
る
。

　
第
二
次
は
、
で
き
上
が
っ
た
詩
集
を
全
員
で
読
ん
で
い
く
段
階
で
あ
る
。
一
頁
ご

と
の
視
写
さ
れ
た
作
品
と
添
え
ら
れ
た
イ
ラ
ス
ト
は
、
そ
の
詩
が
他
な
ら
ぬ
そ
の
子

に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
た
こ
と
の
、
何
よ
り
の
「
表
現
」
杜
の
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
は
、
頁
を
め
く
っ
て
い
く
ご
と
に
、
そ
の
こ
と
の
自
覚
を
深
め
て
い
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
作
品
に
添
え
ら
れ
た
「
え
ら
ん
だ
理
由
」
は
、
鑑
賞
の
さ
い
の

有
力
在
手
が
か
り
と
も
な
っ
た
。
第
二
次
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
全
員
で
え
ら
ん
だ

詩
集
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
学
習
活
動
が
す
す
め
ら
れ
て
い
く
。
教
師
は
、

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
一
四
一
一
足
立
一

作
品
に
対
す
る
鑑
賞
を
側
面
か
ら
援
助
し
て
い
く
だ
げ
で
い
い
◎
全
部
の
詩
の
鑑
賞

の
あ
と
で
、
「
気
に
入
っ
た
作
品
」
に
マ
ル
を
っ
げ
さ
せ
て
み
た
。
ひ
と
り
の
子
が

い
く
つ
も
の
マ
ル
を
つ
げ
て
い
る
。

　
次
頁
の
「
表
1
」
は
、
そ
の
『
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
』
に
関
す
る
デ
ー
タ
で

あ
る
。
一
縦
の
欄
は
、
詩
集
の
「
目
次
」
。
横
の
欄
の
○
印
は
、
「
友
達
の
選
ん
だ
作

品
の
中
で
気
に
入
っ
た
作
品
」
の
一
覧
表
で
あ
る
。
）

　
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
一
冊
の
詩
集
を
ま
る
ご
と
読
み
と
お
す
と
い
う
経
験
は

た
か
っ
た
。
物
語
を
読
む
の
と
違
っ
て
、
特
別
の
目
的
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
一
冊
の

詩
集
を
読
み
と
お
す
こ
と
を
ふ
つ
う
は
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
学
習
で
は
、
一
編

の
詩
を
え
ら
ぶ
と
い
う
明
確
な
目
的
が
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
詩
の
集
成
に
よ
っ

て
、
ど
ん
な
詩
集
が
編
ま
れ
る
か
、
と
い
う
興
味
も
あ
る
。
「
詩
集
を
読
む
」
こ
と

が
、
「
詩
集
を
作
る
」
と
い
う
目
標
に
至
る
一
っ
の
プ
ロ
セ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
読
書
と
い
う
の
と
は
ち
が
い
、
「
一
つ
の
詩
を
え
ら
ぶ
」
た
め
に
読
み
と
お

す
、
と
い
う
目
的
意
識
の
明
確
た
通
読
行
為
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
っ
の
詩
に
決
め
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
た
い
。
詩
集
を
手
に
す

る
ま
で
、
ど
ん
在
詩
人
が
「
自
分
の
詩
人
」
と
な
る
か
、
わ
か
ら
た
い
。
詩
集
を
手

に
し
た
あ
と
で
も
、
「
気
に
入
っ
た
詩
」
に
付
嚢
を
は
さ
み
た
が
ら
、
ど
の
詩
が

「
自
分
の
詩
」
に
放
る
か
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
一
編
の
詩
が
決
ま
る
。

そ
の
す
べ
て
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
を
「
ま
か
さ
れ
る
」

場
で
あ
っ
た
。
学
習
が
主
体
的
に
な
る
に
は
、
学
習
活
動
の
ど
こ
か
で
、
「
ま
か
さ

れ
る
」
と
い
う
場
を
意
図
的
に
演
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
指
導
過
程
は
ま
た
、
教
師
に
と
っ
て
も
新
た
た
経
験
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
〇
冊
の
詩
集
を
教
材
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
が
、
徹
底
し
て
「
ま

か
せ
る
」
場
を
演
出
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
指
導
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。
子
ど
も
た
ち
が
一
冊
の
詩
集
を
手
に
し
、
一
編
の
詩
を
選
ぶ
ま
で
に
立
ち
会
う
。

詩
の
授
業
と
し
て
は
、
見
慣
れ
次
い
風
景
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
ど
の
子
が

ど
の
詩
集
を
手
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
一
冊
か
ら
ど
ん
た
詩
を
抜
き

出
そ
う
と
し
て
い
る
か
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
じ
っ
く
り
と
観
察

す
る
機
会
を
え
た
わ
げ
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
詩
を
そ
こ
で
は
、
「
作
品
」
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
「
そ
の
子
の
え
ら
ん
だ
詩
」
と
し
て
、
え
ら
ん
だ
子
ど
も
と
の
関
係

に
お
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
実
践
で
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
教
材
論
の
ス
ケ
ー
ル
で
あ

ろ
う
。
二
つ
の
詩
」
の
鑑
賞
指
導
と
は
全
く
異
杜
っ
た
教
材
論
と
な
っ
て
い
る
。
四
〇

冊
の
詩
集
の
教
材
化
と
た
る
と
、
教
材
研
究
の
ポ
イ
ソ
ト
が
ま
る
で
違
っ
て
く
る
。

個
々
の
作
品
の
く
わ
し
い
教
材
研
究
は
必
要
で
た
い
。
個
々
の
教
材
の
発
問
一
指
示

を
も
っ
て
授
業
に
の
ぞ
む
、
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、
ど
ん
な
ね
ら
い
を
設
定

し
、
ど
ん
な
詩
集
を
教
材
に
す
る
か
と
い
う
、
「
詩
集
」
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
の
教

材
研
究
が
そ
こ
で
間
わ
れ
て
く
る
。

三
　
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
教
材
研
究

　
国
語
科
教
育
に
お
い
て
、
独
自
⑧
固
有
の
表
現
活
動
は
高
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
表
現
活
動
に
、
独
自
性
一
固
有
性
を
っ
よ
く
求
め
す
ぎ
る
と
、

表
現
意
欲
を
減
退
さ
せ
て
し
ま
う
。
表
現
指
導
の
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
『
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
』
を
み
る
と
、
あ
る
て
い
ど
独
自
一
固

有
の
表
現
世
界
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
集
で
あ
る
か
ら
、
「
目
次
」
を
み
て
分
か
る
よ
う
に
、

作
者
と
作
品
と
え
ら
ん
だ
子
ど
も
と
の
関
係
は
、
こ
の
と
き
一
回
き
り
の
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
一
（
足
立
）

二
度
と
同
じ
詩
集
は
で
き
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
独
自
⑧
固
有
の
表
現
世
界
を
作
る

試
み
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
が
直
接
に
表
現
し
た
も
の
で
は
杜
い
。
子
ど
も
た
ち
は

「
え
ら
ぶ
」
と
い
う
行
為
で
も
っ
て
、
問
接
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い

う
よ
り
、
「
え
ら
ぶ
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
す
で
に
自
已
表
現
な
の
で
あ
る
、

と
い
う
ふ
う
に
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
転
換
さ
せ
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
私
は
そ

の
こ
と
を
「
ゆ
る
や
か
な
自
己
表
現
」
と
呼
ん
で
、
表
現
指
導
の
新
た
な
方
向
と
し

て
提
案
し
て
い
る
一
拙
稿
「
異
化
論
と
児
童
詩
教
育
」
『
国
語
科
教
育
　
3
8
』
一
九
九
一

年
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
）
。

　
『
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
』
と
い
う
こ
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
も
、
そ
の
意
味
で
は
、

子
ど
も
た
ち
の
自
己
表
現
の
記
録
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、

い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
の
分
析
が
可
能
と
た
る
。
た
と
え
ば
、
実
践
さ
れ
た
柏
原
氏
は
、

こ
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
分
析
か
ら
、
五
つ
の
特
徴
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
そ
の
分
析

を
み
る
と
、
や
は
り
子
ど
も
の
自
已
表
現
と
し
て
解
読
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
の
実
践
の
中
心
的
な
デ
ー
タ
な
の
で
、
作
品
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
こ

う
と
思
う
。
「
え
ら
ば
れ
た
作
品
1
＊
え
ら
ん
だ
理
由
1
＊
＊
教
師
の
分
析
」

と
い
う
順
序
で
紹
介
し
て
い
く
。

《
①
視
覚
的
な
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
例

春
殖

草
野
心
平

る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る



　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
一
四
一
一
足
立
一

＊
ぼ
く
が
こ
の
詩
を
選
ん
だ
理
由
は
、
「
る
」
が
二
十
六
こ
も
あ
る
お
も
し
ろ
い

　
詩
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
「
る
」
の
連
続
在
ん
て
た
ん
の
意
味
か
わ
か
り
ま
せ
ん

　
で
し
た
げ
ど
、
こ
の
「
る
」
は
、
か
え
る
の
た
ま
ご
だ
っ
た
の
で
す
。
ぼ
く
は

　
こ
う
い
う
短
く
て
お
も
し
ろ
い
詩
が
大
好
き
で
す
。
ふ
つ
う
こ
の
詩
を
は
じ
め

　
て
読
む
人
だ
と
わ
か
ら
な
い
げ
ど
、
じ
っ
く
り
見
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
ら
わ

　
か
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
詩
は
、
何
回
読
ん
で
も
楽
し
い
で
す
。
ま
た

　
こ
う
い
う
詩
が
あ
っ
た
ら
紹
介
し
て
ほ
し
い
で
す
。
ぼ
く
は
、
文
字
が
「
る
」

　
し
か
た
い
詩
は
、
世
界
一
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
（
笹
原
一

＊
＊
「
春
殖
」
を
選
ん
だ
子
は
、
こ
れ
ま
で
の
詩
の
観
念
を
打
ち
破
る
詩
に
驚
嘆

　
　
し
、
手
ば
な
し
で
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
の
詩
を
お
も
し
ろ
い
と
直
感
し
、
選

　
　
択
し
た
感
性
の
鋭
さ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
後
の
話
し
合
い
の
時
に
、
か

　
　
た
か
た
書
き
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
発
想
と
と
も
に
、
表
記

　
　
面
で
の
言
語
感
覚
の
鋭
さ
を
意
識
づ
げ
た
。
互
選
の
と
き
に
、
こ
の
詩
を
選

　
　
ん
だ
子
は
、
他
に
2
1
人
い
た
。

が
っ
た
ん
　
ご
っ
と
ん
　
が
っ
た
ん

　
ご
っ
と
ん
　
が
っ
た
ん
　
ご
っ
と
ん

　
　
　
が
っ
た
ん
ご
っ
と
ん
が
っ
た
ん

t_ ~) 
~ (~ 
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~' 
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．
が
た
　
ご
と
　
が
た
　
ご
と
　
が
た
　
ご
と

が
た
　
ご
と
　
が
た
　
ご
と
　
が
た
　
ご
と

　
　
が
た
　
ご
と
　
が
た
　
こ
と
　
か
た

こ
と

か
た
　
こ
と
　
か
た
　
こ
と
か
た
こ
と

　
か
た
こ
と
か
た
こ
と
か
た
こ
と
か
た
こ
と

　
　
　
か
た
こ
と
か
た
こ
と
こ
と
こ
と
こ
と
こ
と

《
②
聴
覚
的
な
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
例

か
も
っ
れ
っ
し
ゃ

が
ち
ゃ
ん
　
が
ち
ゃ
ん

　
が
ち
ゃ
ん
　
が
ち
ゃ
ん

　
　
　
が
ち
ゃ
あ
あ
ん

有
馬
敲

が
ち
ゃ
ん

　
が
ち
ゃ
ん

が
ち
ゃ
あ
あ
ん

＊
ぼ
く
は
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
、
は
じ
め
は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
げ
ど
、
読

　
ん
で
い
た
ら
か
も
っ
れ
っ
し
ゃ
が
走
っ
て
い
た
音
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、

　
列
車
の
音
を
詩
に
書
く
と
は
、
想
像
で
き
た
い
ぐ
ら
い
お
も
し
ろ
い
で
す
。
一

　
種
類
ず
つ
音
が
ち
が
う
と
こ
ろ
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
（
玉
井
）

＊
＊
こ
の
詩
を
選
ん
だ
子
も
、
擬
音
語
だ
げ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
詩
を
素
直
に
楽

　
　
し
み
、
作
者
の
発
想
の
お
も
し
ろ
さ
を
自
分
と
引
き
比
べ
て
感
心
し
て
い
る
。

　
　
話
し
合
い
の
中
で
、
列
車
が
だ
ん
だ
ん
遠
の
い
て
い
く
の
を
表
現
し
て
い
る

　
　
の
だ
と
い
う
意
見
が
で
た
。
他
に
1
6
人
が
選
ぶ
。



　
そ
の
他
、
「
る
る
り
／
り
り
り
／
…
…
」
だ
げ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
「
お

れ
も
眠
ろ
う
」
や
「
し
ょ
う
じ
き
シ
ョ
ベ
ル
」
な
ど
、
詩
の
リ
ズ
ム
、
響
き

を
楽
し
み
な
が
ら
、
内
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
、
情
感
を
的
確
に
感
受
し
て
い

る
例
が
多
く
み
ら
れ
た
。
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
る
と
、
前
述
し
た
詩
の
要
素

の
端
的
に
表
れ
て
い
る
作
品
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
い
く
つ
か
見
つ
か

る
。
典
型
的
次
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
の
楽
し
さ
や
作
者
の
感
性
の
鋭
さ
を

気
付
か
せ
る
の
に
非
常
に
効
果
が
あ
る
。

〈
③
作
者
の
認
識
の
深
さ
、
発
想
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
い
て
い
る
例

さ
く
ら
の
　
は
次
び
ら

え
だ
を
　
は
な
れ
て

ひ
と
ひ
ら

さ
く
ら
の
　
は
な
び
ら
が

じ
め
ん
に
　
た
ど
り
っ
い
た

い
ま

そ
し
て

お
わ
っ
た
の
だ

　
は
じ
ま
っ
た
の
だ

ひ
と
つ
の

さ
く
ら
に

ま
ど
⑧
み
ち
お

こ
と
が

と
っ
て

詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）

（
足
立
一

い
や
　
ち
き
ゅ
う
に

う
ち
ゅ
う
に
　
と
っ
て

あ
た
り
ま
え
す
ぎ
る

ひ
と
つ
の
　
こ
と
が

か
げ
が
え
の
た
い

ひ
と
つ
の
　
こ
と
が

と
っ
て

＊
た
っ
た
ひ
と
つ
の
さ
く
ら
の
花
び
ら
が
お
ち
た
だ
げ
で
、
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ

　
な
発
想
が
で
き
る
の
は
、
表
現
力
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
本

　
を
書
い
た
ま
ど
み
ち
お
さ
ん
は
、
す
ば
ら
し
い
詩
を
書
く
ん
だ
た
と
思
い
ま
し

　
た
。
そ
れ
に
、
お
も
し
ろ
い
題
が
多
い
の
で
、
ぼ
く
は
、
こ
の
本
を
読
ん
で
、

　
詩
が
好
き
に
た
り
ま
し
た
。
一
橋
本
一

三
十
億
六
千
万

谷
川
俊
太
郎

六
十
一
億
二
千
万
本
の
手
は

い
ま
こ
の
瞬
問

そ
れ
ぞ
れ
に
勝
手
た
こ
と
を
し
て
い
る

旗
を
引
き
裂
く
手

無
明
の
闇
に
あ
わ
さ
れ
る
手

あ
ざ
む
く
た
め
に
合
図
す
る
手
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
一
足
立
）

　
愛
す
る
手
　
殺
す
手
　
ま
ひ
し
た
手

　
い
か
た
る
詩
人
の
想
像
力
を
も
超
え
て

　
六
十
一
億
二
千
万
本
の
手
は

　
い
そ
ぎ
ん
ち
ゃ
く
の
触
手
の
よ
う
に

　
餓
え
て
　
ふ
る
え
て

　
そ
れ
ら
は
決
し
て
ひ
と
っ
の
輸
に

　
手
を
つ
た
い
だ
り
は
し
杜
い

＊
手
を
い
そ
ぎ
ん
ち
ゃ
く
の
よ
う
に
た
と
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
一

　
っ
一
っ
の
手
が
こ
の
地
球
中
に
動
い
て
い
る
こ
と
や
、
だ
れ
か
の
い
っ
た
こ
と

　
に
し
た
が
う
手
や
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て
い
る
手
を
考
え
た
人
の
イ
メ
ー

　
ジ
や
想
像
力
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
い
い
の
で
、
こ
の
詩
を
え
ら
び
ま
し
た
。

　
（
佐
野
）

　
て
ぶ
く
ろ

赤
い
小
さ
な
て
ぶ
く
ろ
が

か
た
っ
ぽ

公
園
の
道
に
落
ち
い
て
ま
す

落
と
し
た
の
は
、
ど
こ
の
子
？

か
た
っ
ぽ
の
　
て
ぶ
く
ろ

か
わ
い
そ
う

高
田
敏
子

　
木
の
枝
に
か
げ
て
お
い
て

　
あ
げ
ま
し
ょ
う

　
落
と
し
た
の
は
　
ど
こ
の
子
？

　
早
く
さ
が
し
に
来
て
あ
げ
て

　
木
の
枝
の
　
て
ぶ
く
ろ

　
赤
い
花
が
さ
い
た
よ
う

　
遠
く
か
ら
も
　
よ
く
見
え
る

＊
赤
い
小
さ
な
て
ぶ
く
ろ
を
拾
っ
て
、
木
の
枝
に
か
げ
て
、
赤
い
花
が
咲
い
た
よ

　
う
に
し
た
の
が
お
も
し
ろ
い
。
木
の
枝
に
か
げ
た
赤
い
小
さ
な
て
ぶ
く
ろ
を
見

　
て
、
も
み
じ
の
赤
い
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。
作
者
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
た

　
こ
と
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
詩
を
選
び
ま
し
た
。
（
稲
田
）

＊
＊
「
さ
く
ら
の
は
な
び
ら
」
を
選
ん
だ
子
は
、
あ
り
ふ
れ
た
題
材
に
宇
宙
の
深

　
　
遠
た
営
み
を
み
て
と
る
作
者
の
認
識
の
深
さ
に
感
心
し
て
い
る
。
「
三
十
億

　
　
六
千
万
」
を
選
ん
だ
子
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
詩
の
深
い
意
味
は
と
ら
え
得
て

　
　
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
比
職
的
な
認
識
の
仕
方
や
、
衝
撃
的
な
イ

　
　
メ
ー
ジ
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
て
ぶ
く
ろ
」
を
選
ん
だ
子
も
、
作
者
の
感

　
　
じ
方
の
お
も
し
ろ
さ
に
ひ
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
品
の
比
峨
に
触
発
さ

　
　
れ
て
、
赤
い
手
ぶ
く
ろ
か
ら
も
み
じ
の
葉
を
連
想
し
て
い
る
。
以
上
、
三
例

　
　
に
と
ど
め
て
お
く
が
、
好
き
な
理
由
を
語
る
こ
と
で
、
作
者
の
発
想
の
お
も

　
　
し
ろ
さ
、
そ
の
詩
独
特
の
も
ち
味
を
自
然
の
う
ち
に
把
握
し
て
い
る
も
の
が



多
く
み
ら
れ
た
。

《
④
選
ぶ
こ
と
で
自
己
認
識
し
て
い
る
例

＊
＊
「
私
は
、
も
し
か
し
て
・
…
：
」
は
、
自
己
認
識
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。
こ
れ
は
、
他
の
作
品
を
多
く
読
み
、
比
較
し
て
は
じ
め
て
わ
か
る
こ
と

　
　
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
「
さ
び
し
く
て
、
や
さ
し
い
詩
が
好
き
た
の
で
…
…
」

　
　
次
ど
、
自
分
の
好
み
の
傾
向
を
把
握
し
て
い
た
子
が
数
人
い
た
。

オ
ニ
の
実

立
石
巌

《
⑤
選
ぶ
こ
と
で
自
己
表
現
し
て
い
る
例

オ
ニ
の
実
ま
い
て

オ
ニ
の
木
が
は
え
た

オ
ニ
の
木
が
の
び
て

オ
ニ
の
実
が
な
っ
た

オ
ニ
の
実
は
ぜ
て

オ
ニ
の
子
が
と
ん
だ

オ
ニ
の
子
と
あ
そ
ぼ

オ
ニ
ゴ
ッ
ゴ
し
て
あ
そ
ぼ

ひ
が
ん
ば
な

ひ
が
ん
ば
な
は

か
わ
も
み
も
は
ぎ
と
っ
て

む
き
だ
し
の

こ
こ
ろ
で

た
ぎ
り
ま
す

み
ず
か
み
か
ず
よ

u

＊
私
は
こ
ん
な
詩
を
読
ん
だ
の
は
、
は
じ
め
て
で
す
。
一
番
上
に
全
部
「
オ
ニ
」

　
と
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ま
ず
気
に
入
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
え
ら
ん
だ
他
の

詩
も
、
上
に
同
じ
言
葉
が
続
い
て
い
る
の
で
し
た
。
私
は
、
も
し
か
し
て
、
上

　
に
同
じ
言
葉
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
の
が
好
き
次
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
オ
ニ

　
は
な
ん
と
な
し
に
こ
わ
い
感
じ
が
し
ま
す
。
で
も
こ
の
詩
の
オ
ニ
は
、
と
っ
て

　
も
か
わ
い
ら
し
く
て
子
ど
も
ら
し
い
感
じ
が
し
ま
す
。
私
は
、
詩
が
こ
ん
な
に

　
お
も
し
ろ
い
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
あ
っ
た
ら
、
詩
の
本
を
か
し

　
て
く
だ
さ
い
。
も
っ
と
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
西
川
）

　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
（
足
立
一

毒
の
花
よ

き
ら
わ
れ
て
も

き
ら
わ
れ
て
も

べ
ん
か
い
も
せ
ず

ひ
た
す
ら

い
の
ち
を
も
や
し
ま
す
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）

あ
い
し
て
い
ま
す

あ
い
し
て
い
ま
す

せ
ん
も

ま
ん
も

さ
げ
ん
で
も

と
ど
き
ま
せ
ん

ひ
が
ん
ば
な
は

ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
い
よ
う
で
も

か
な
し
い
は
な
で
す

さ
み
し
い
は
な
で
す

（
足
立
）

新
学
期
に
な
っ
て
　
き
ょ
う
で
　
三
目
め
、

ぼ
く
は
　
う
れ
し
く
て
　
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
。

と
た
り
の
席
が
　
あ
い
て
い
て

た
ん
だ
か
　
居
ご
こ
ち
が
　
わ
る
い
げ
ど
、

机
が
古
く
て
　
い
た
ん
で
て

そ
れ
も
　
い
や
だ
と
思
っ
た
げ
ど
、

も
う
、
な
ん
と
も
思
い
ま
せ
ん
。

新
し
い
教
科
書
　
ぱ
ら
ぱ
ら
ぱ
ら

な
ん
だ
か
　
む
ず
か
し
そ
う
だ
げ
ど

そ
れ
も
今
で
は
　
へ
い
ち
ゃ
ら
で
す
る
◎

＊
私
は
、
も
っ
と
明
る
い
感
じ
の
詩
を
え
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
で
も
、
も
う
一
度

　
「
ひ
が
ん
ば
な
」
を
読
む
と
、
そ
れ
に
決
め
ま
し
た
。
「
ひ
が
ん
ば
な
は
　
ぎ
ょ

　
う
ぎ
ょ
う
し
い
よ
う
で
も
　
か
な
し
い
花
で
す
　
さ
び
し
い
花
で
す
」
と
い
う

　
と
こ
ろ
が
、
と
て
も
好
き
で
す
。
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
は
、
「
あ

　
い
し
て
い
ま
す
」
で
す
。
だ
れ
に
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
た
と
思
い
ま
す
。

　
（
尚
台
一

ま
ど
か
ら
　
さ
し
こ
ん
で
く
る

春
の
お
ひ
さ
ま
、
光
れ
、
光
れ
、

ぼ
く
は
　
う
れ
し
く
て
　
し
ょ
う
が
た
い
ん
で
す
。

な
ぜ
っ
て
　
新
し
い
先
生
が
、

も
う
　
ぼ
く
の
姓
と
名
を
呼
ん
だ
ん
で
す
。

ち
ゃ
ん
と
　
お
ぼ
え
て
く
れ
て
　
い
た
ん
で
す
。

ら
ん
ら
、
ら
。

新
学
期

新
学
期

新
学
期

小
林
純
一

＊
新
し
い
先
生
が
「
ぼ
く
」
の
姓
と
名
前
を
呼
ん
だ
ん
で
す
。
お
ぽ
え
て
く
れ
た

　
ん
で
す
。
あ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
い
や
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
、
た
っ
た
こ
れ
だ

　
げ
の
こ
と
で
と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
の
で
す
。
私
は
、
こ
の
作
者
の
気
持
ち

　
が
わ
か
る
よ
う
た
気
が
し
ま
す
。
（
中
堀
一



鴉

＊
＊
「
ひ
が
ん
ば
な
」
を
選
ん
だ
子
は
、
「
ひ
が
ん
ば
恋
」
の
よ
う
に
き
ら
わ
れ

　
　
て
い
る
存
在
で
は
次
い
が
、
お
と
な
し
く
て
、
あ
か
ら
さ
ま
な
自
已
表
現
を

　
　
あ
ま
り
し
た
い
。
そ
れ
だ
げ
に
、
自
已
の
内
部
の
叫
び
を
外
に
表
出
さ
せ
た

　
　
い
と
い
う
願
い
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
潜
在
意
識
が
こ
の
詩
を
選

　
　
択
さ
せ
た
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。
「
新
学
斯
」
を
選
ん
だ
子
も
、
お
と
た

　
　
し
く
て
め
だ
た
な
い
子
で
あ
る
。
自
分
と
同
じ
気
持
ち
を
こ
の
詩
に
見
出
だ

　
　
し
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
内
に
く
ぐ
も
っ
て
い
た
気
持
ち
を
発
散
さ
せ
て
い

　
　
る
一
自
己
解
決
し
て
い
る
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
、
表
現
（
創
作
）
し
な
い
自
已
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
》

　
以
上
、
柏
原
氏
の
教
材
研
究
の
事
例
を
み
て
き
た
。
い
ろ
ん
な
詩
が
い
ろ
ん
杜
理

由
に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
て
い
る
が
、
ど
の
場
合
で
も
、
「
え
ら
ば
れ
た
詩
」
と
「
え

ら
ん
だ
子
ど
も
」
と
の
関
係
が
、
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
柏

原
氏
は
、
一
っ
一
っ
、
そ
の
作
品
と
子
ど
も
の
関
係
を
解
読
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
と

り
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
こ
と
が
、
よ
く
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
子
ど
も
の
こ
と

が
よ
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
え
ら
ぶ
」
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
自

己
表
現
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
単
元
で
は
、
「
え
ら
ぶ
」
こ
と
が
二
回
あ
る
。
第
一
次
の
3
「
好
き
た
詩
一

編
を
選
ぶ
」
が
、
は
じ
め
の
「
選
択
」
で
あ
る
。
第
二
次
の
3
「
友
達
の
選
ん
だ
作

品
の
中
で
、
気
に
入
っ
た
作
品
を
選
ぶ
」
が
、
二
度
め
の
「
選
択
」
で
あ
る
。
こ
の

二
度
め
の
「
選
択
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、
詩
集
を
読
み
な
が
ら
気
に
入
っ
た
詩

に
マ
ル
を
っ
げ
て
い
く
。
こ
の
マ
ル
を
っ
げ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
「
え
ら
ぶ
」
と
い

う
こ
と
で
は
問
接
的
た
自
己
表
現
で
も
あ
っ
た
。
子
ど
も
と
詩
の
関
連
を
解
読
し
て

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
（
足
立
）

い
く
上
で
、
貴
重
な
デ
ー
タ
と
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

四
　
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の
特
質

　
『
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
』
に
関
す
る
デ
ー
タ
（
表
1
）
を
も
と
に
、
「
ア
ソ
ソ

ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の
特
質
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。
「
表
1
」
は
、
縦
の
欄

の
「
目
次
」
と
、
横
の
欄
の
「
マ
ル
」
（
互
選
）
が
あ
る
の
で
、
二
つ
に
分
げ
て
考

察
す
る
。

　
ま
ず
、
縦
の
欄
の
「
目
次
」
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
ん
た
意
味
を
も
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
目
次
」
は
、
「
詩
　
　
え
ら
ん
だ
子
ど
も
」
と
い
う

関
係
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
。
「
ど
の
子
が
ど
の
詩
を
え
ら
ん
だ
か
」
が
、
決
定
的

に
重
要
た
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
固
有
の
も
の
だ
か
ら
、
優
劣

の
差
は
比
較
で
き
な
い
。
一
人
一
冊
（
わ
た
し
の
一
冊
）
と
い
う
条
件
は
、
そ
の
点

で
、
子
ど
も
た
ち
の
学
習
活
動
を
楽
に
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
他

の
子
と
比
べ
て
ど
う
か
、
と
い
う
比
較
の
条
件
が
た
く
、
そ
の
分
、
学
習
活
動
が
相

対
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
次
一
つ
の
基
準
の
支
配
す
る
教
室
で
は
、
自

由
な
鑑
賞
の
場
は
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
教
師
に
と
っ
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
柏
原
氏
は
、
「
詩
1
え
ら
ん

だ
理
由
」
の
一
つ
一
つ
を
、
教
師
の
立
場
か
ら
分
析
し
、
「
そ
の
子
が
そ
の
詩
を
え

ら
ん
だ
」
と
い
う
固
有
の
観
点
か
ら
見
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の

子
ど
も
の
差
異
が
、
よ
く
見
え
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
「
詩
ー
え
ら
ん
だ
理
由
」

と
い
う
デ
ー
タ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
「
ひ
と
り
」
の
個
性
と
し
て
表
れ
て
く
る
。

だ
か
ら
、
教
師
に
と
っ
て
も
、
「
ひ
と
り
」
の
個
性
を
っ
か
み
や
す
く
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
（
足
立
）

　
柏
原
氏
は
ま
た
、
ひ
と
り
の
読
者
と
し
て
も
、
こ
の
一
冊
の
『
詩
集
』
か
ら
、
詩

に
っ
い
て
多
く
の
こ
と
を
学
ば
れ
た
の
で
は
た
い
か
、
と
思
う
。
子
ど
も
の
え
ら
ん

だ
詩
を
、
ひ
と
り
の
読
者
と
し
て
読
む
と
い
う
経
験
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
と
い
う
単
元
を
組
む
、
教
師
サ
イ
ド
の
メ
リ
ッ
ト

と
い
え
る
。

　
三
っ
め
に
、
教
材
論
と
し
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
実
践
に
よ
っ
て
、
子

ど
も
の
関
心
を
引
く
作
品
と
は
ど
う
い
う
詩
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

子
ど
も
の
側
か
ら
の
教
材
開
発
の
試
み
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
教
師
の
側
か
ら

の
教
材
観
で
は
見
え
に
く
い
部
分
で
あ
っ
た
。
一
冊
の
詩
集
と
し
て
、
し
ぜ
ん
に
集

成
さ
れ
て
い
っ
た
『
世
界
で
た
だ
一
っ
の
詩
集
』
は
、
子
ど
も
の
手
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
教
材
集
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
方
法
は
、
詩
と
い

う
分
野
の
教
材
開
発
に
有
力
な
デ
ー
タ
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

　
四
っ
め
に
、
授
業
論
と
し
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、

教
材
を
「
え
ら
ぶ
」
と
い
う
経
験
は
は
じ
め
て
で
あ
る
。
教
材
は
そ
れ
ま
で
、
教
師

か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
単
元
で
は
、
教
材
は
「
え
ら
ぶ
」

と
い
う
こ
と
で
、
自
分
で
作
り
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
次
い
。
教
材
を
作
っ
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
が
、
学
習
活
動
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
習
活
動
の
主
体
化

し
て
い
く
要
素
が
、
学
習
過
程
の
中
に
構
造
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
次
に
、
横
の
欄
の
「
マ
ル
」
（
互
選
一
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
。
第
二
次
一
3
時
・
4
時
）
は
、
文
集
『
世
界
で
た
だ
一
つ
の
詩
集
』
を

教
材
と
し
た
、
全
体
学
習
で
あ
る
。
「
ω
詩
、
鑑
賞
文
を
読
み
合
う
。
②
気
づ
い
た

こ
と
を
話
し
合
う
。
③
友
達
の
選
ん
だ
作
品
の
中
で
気
に
入
っ
た
作
品
を
選
ぶ
」

と
い
う
三
つ
の
学
習
活
動
が
組
ま
れ
て
い
る
。
第
二
次
の
授
業
は
、
こ
の
「
詩
ー

え
ら
ん
だ
理
由
」
を
読
み
合
う
学
習
で
あ
る
。
一
枚
ず
つ
詩
集
を
め
く
り
な
が
ら
、

気
づ
い
た
こ
と
を
話
し
合
う
。
教
師
は
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
合
っ
た
コ
メ

ソ
ト
を
っ
げ
く
わ
え
る
。
比
峨
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
こ
と
ば
あ
そ
び
、
リ
ズ
ム
次
ど
で

あ
る
。
三
二
編
（
児
童
数
一
も
の
詩
だ
か
ら
、
細
か
杜
教
材
研
究
は
必
要
で
な
い
。

そ
の
詩
だ
げ
の
も
っ
特
徴
を
一
っ
押
さ
え
て
お
く
だ
げ
で
い
い
。
そ
れ
で
教
材
研
究

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
の
授
業
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
詩
集
を
ひ
と
と
お
り
読
み
終
わ
っ
た

あ
と
、
「
友
達
の
選
ん
だ
作
品
の
中
で
気
に
い
っ
た
作
品
を
選
ぶ
」
と
い
う
学
習
に

入
っ
た
。
さ
き
の
一
覧
表
の
た
て
の
列
の
マ
ル
印
が
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
阿
部

く
ん
は
、
「
ヘ
リ
コ
ブ
タ
ー
は
め
が
ま
わ
る
」
「
春
殖
」
「
ネ
コ
の
め
」
な
ど
一
〇
編

に
マ
ル
を
つ
げ
て
い
る
。
宮
脇
さ
ん
は
、
「
し
ょ
う
じ
き
シ
ョ
ベ
ル
」
「
て
ぶ
く
ろ
」

「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
め
が
ま
わ
る
」
な
ど
、
一
七
編
に
マ
ル
を
っ
げ
て
い
る
。
ど
の

子
が
と
の
詩
に
マ
ル
を
っ
げ
た
か
、
ど
の
詩
に
ど
の
く
ら
い
の
マ
ル
が
っ
げ
ら
れ
た

か
、
と
い
う
関
心
で
解
読
で
き
る
か
と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
深
い
内
容
の
詩
で
あ
る
「
さ
く
ら
の
は
た
び
ら
」
（
ま
ど
畦
み
ち
お
）

は
、
え
ら
ん
だ
子
の
他
に
一
四
人
が
マ
ル
を
し
て
い
る
。
「
ひ
が
ん
ば
な
」
（
み
ず
か

み
か
ず
よ
）
は
、
他
に
ニ
ニ
人
の
子
が
マ
ル
を
し
て
い
る
。
ど
の
子
が
え
ら
ん
だ
の

か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
詩
を
え
ら
ん
だ
子
は
、
他
に
ど
ん
な
詩
を
え
ら
ん
で
い

る
の
か
、
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
を
自
已
表
現

と
い
う
観
点
か
ら
み
て
い
く
と
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
差
異
に
注
目
し
て
、

え
ら
ん
だ
詩
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
多
様
な
側
面
か
ら
の

解
読
が
可
能
で
あ
る
。

　
人
気
の
高
い
詩
は
、
「
し
ょ
う
じ
き
シ
ョ
ベ
ル
」
（
2
3
名
一
「
春
殖
」
（
2
1
名
）
「
ネ

コ
の
め
」
一
1
9
名
）
「
こ
の
へ
ん
」
（
1
8
名
）
「
や
ん
ま
」
（
1
8
名
）
「
イ
グ
ア
ナ
の
ゆ
め
」

（
1
8
名
）
「
く
し
ゃ
み
ザ
ウ
ル
ス
」
（
1
8
名
）
た
ど
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な



詩
を
好
ん
で
い
る
か
、
よ
く
分
か
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。
ま
た
、
男
子
だ
げ
が
え
ら
ん

だ
詩
と
し
て
「
三
十
億
六
千
万
」
、
女
子
だ
げ
が
え
ら
ん
だ
詩
と
し
て
「
お
か
あ
さ

ん
」
「
ま
ひ
る
」
が
あ
る
。
男
女
に
よ
る
好
み
の
違
い
の
よ
く
分
か
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。

　
逆
に
、
あ
ま
り
選
ば
れ
た
か
っ
た
詩
に
は
、
「
な
な
く
さ
」
（
男
子
　
2
名
）
「
ま

ひ
る
」
（
女
子
　
5
名
一
な
ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
少
放
か
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ

に
も
意
味
が
あ
る
。
あ
ま
り
関
心
を
引
か
在
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
詩

の
認
識
に
欠
落
し
て
い
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
な
次
く
さ
」
「
ま
ひ
る
」

は
、
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
っ
た
。

な
な
く
さ

阪
田
寛
夫

テ
レ
ビ
の
ア
ソ
テ
ナ
に
と
ま
っ
て
い
る

自
分
の
姿
が
シ
ル
エ
ッ
ト
の
よ
う
だ
か
ら

時
ど
き
や
り
き
れ
次
く
た
っ
て

す
っ
と
ん
き
ょ
う
な
声
を
あ
げ
る

ひ
る
ま
時

そ
う
し
て
鳴
く
た
び
に

自
分
も

ほ
ん
と
の
シ
ル
エ
ッ
ト
も

い
っ
そ
う
黒
く
そ
ま
っ
て
い
く
こ
と
を

知
ら
な
い
で

15

た
た
く
さ

な
ず
な

お
み
な
え
し

に
ほ
ん
の

そ
ら
に

た
ね
を
ま
げ

ま
ひ
る

三
保
み
ず
え

ま
ひ
る
時

一
羽
の
烏
が

　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）

（
足
立
）

　
「
な
な
く
さ
」
は
阪
田
寛
夫
詩
集
『
夕
方
の
に
お
い
』
、
「
ま
ひ
る
」
は
三
保
み
ず

え
詩
集
『
に
ち
よ
う
目
の
朝
』
所
収
の
詩
で
あ
る
。
「
な
た
く
さ
」
は
阪
田
さ
ん
ら

し
い
、
つ
ん
と
投
げ
だ
し
た
よ
う
次
軽
妙
な
詩
で
あ
る
が
、
え
ら
ん
だ
子
（
中
尾
く

ん
）
の
他
に
、
男
子
二
人
し
か
え
ら
ん
で
い
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
二
人
も
え
ら
ん

で
い
る
わ
げ
で
、
こ
の
子
た
ち
の
感
覚
も
大
事
に
し
た
い
。
え
ら
ん
だ
中
尾
く
ん
は
、

「
ぼ
く
は
、
さ
く
し
ゃ
の
ひ
と
が
、
な
な
く
さ
を
み
て
考
え
た
と
お
も
う
」
と
、
ぽ

つ
ん
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
詩
の
何
が
、
戸
」
■
の
子
の
心
を
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ま
ひ
る
」
を
え
ら
ん
だ
子
（
宮
脇
さ
ん
）
は
、
「
こ
の
詩
を
え
ら
ん
だ
の
は
、
は
じ

め
は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
げ
ど
、
ず
っ
と
こ
の
詩
を
よ
ん
で
い
た
ら
、
な
ん
と

な
く
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
え
ら
び
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
徴
妙
在

と
こ
ろ
を
表
現
し
た
詩
で
あ
る
が
、
他
に
五
名
の
女
子
が
え
ら
ん
で
い
る
。

　
マ
ル
の
大
小
は
、
子
ど
も
た
ち
の
大
勢
の
好
み
で
あ
っ
て
、
作
品
の
質
や
教
材
価
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
（
四
）
（
足
立
一

値
と
は
一
応
区
別
し
て
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
次
に
お
い
て
、

こ
の
「
た
た
く
さ
」
や
「
ま
ひ
る
」
と
い
う
詩
を
全
体
学
習
の
教
材
に
え
ら
ん
で
も

い
い
わ
げ
で
あ
る
。
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
は
、
そ
の
意
味
で
、
第
三
次
の
教

材
化
の
さ
い
の
有
力
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
第
三
次
は
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
か
ら
、
一
～
二
編
の
詩
を
え
ら
ん
で
の
、

い
わ
ば
「
と
り
た
て
指
導
」
の
段
階
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
気
の
高
か
っ
た
「
し
ょ

う
じ
き
シ
ョ
ベ
ル
」
「
春
殖
」
と
か
、
逆
に
人
気
の
在
か
っ
た
「
な
な
く
さ
」
「
ま
ひ

る
」
と
か
を
、
一
時
問
か
げ
て
鑑
賞
し
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
、
「
か
も
つ
れ
っ
し
ゃ
」

「
お
れ
も
眠
ろ
う
」
「
や
ん
ま
」
と
い
っ
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
た
詩
を
音
読
教
材
と
し
て
便
っ

て
も
い
い
。
「
さ
く
ら
の
は
な
び
ら
」
や
「
ひ
が
ん
ば
な
」
を
教
材
と
す
る
と
、
詩

人
の
深
い
認
識
世
界
を
の
ぞ
く
こ
と
が
で
き
る
。
指
導
し
た
い
「
ね
ら
い
」
に
よ
っ

て
、
い
っ
て
み
れ
ば
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
の
数
だ
げ
教
材
化
の
可
能
性
が
あ
る

と
い
え
る
。
柏
原
氏
の
指
導
計
画
で
は
比
峨
の
指
導
と
在
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

技
法
の
と
り
た
て
指
導
も
可
能
で
あ
る
。
（
柏
原
氏
の
第
三
次
の
実
践
は
、
六
年
生

で
の
比
峨
の
指
導
例
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
）

　
い
ず
れ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
第
二
次
の
互
選
に
よ
っ
て
、
気
に
入
っ
た
作
品
に

マ
ル
が
つ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
教
材
化
を
考
え
る
と
き
の
有
力
た
手
が
か
り
と
な

る
。
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
」
に
独
自
の
教
材
化
の
方
法
で
あ
る
。

　
柏
原
氏
は
、
こ
の
学
習
を
ふ
り
か
え
り
、
《
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
作
り
の
学
習
に
よ
り
、

子
ど
も
た
ち
は
、
五
〇
数
編
の
詩
（
自
分
の
え
ら
ん
だ
詩
集
と
友
達
の
え
ら
ん
だ
詩
）

を
読
ん
だ
こ
と
に
た
る
。
し
か
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
能
力
に
応
じ
、
個
々
の
感
性
、

認
識
力
を
十
分
発
揮
し
て
、
主
体
的
に
詩
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
た
め
に
、
詩
の
本

質
的
た
お
も
し
ろ
さ
、
楽
し
さ
を
十
分
体
感
し
得
た
よ
う
に
思
う
。
大
多
数
の
子
ど

も
が
「
も
っ
と
詩
集
を
読
み
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
詩
に
対
す
る
興
味
、
関

心
が
高
ま
っ
た
》
と
、
述
べ
て
い
る
。
確
か
な
手
応
え
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

五
　
基
本
的
学
習
過
程
の
構
想

　
柏
原
玲
子
氏
は
、
こ
の
実
践
の
経
験
か
ら
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
の

「
基
本
的
学
習
過
程
」
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
案
で
は
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩

の
授
業
」
に
可
能
肢
目
標
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
〕
一
っ
の
視
点
と
五
っ
の
要
件
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
《
視
点

　
　
　
－
　
作
品
に
多
く
ふ
れ
さ
せ
る
。

　
　
　
皿
　
作
品
に
主
体
的
に
か
か
わ
ら
せ
る
。

　
　
要
　
件

　
　
　
A
　
学
習
に
対
し
て
、
興
味
一
関
心
を
も
た
せ
る
。

　
　
　
B
　
教
材
に
個
人
差
一
好
み
、
能
力
）
に
応
じ
ら
れ
る
も
の
を
使
う
。

　
　
　
C
　
目
的
を
も
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
学
習
活
動
を
設
定
す
る
。

　
　
　
D
　
学
習
で
き
た
喜
び
、
成
功
感
を
体
験
さ
せ
る
。

　
　
　
E
　
自
已
及
び
他
者
の
存
在
を
お
互
い
に
認
め
合
え
る
よ
う
に
す
る
。
》

　
こ
れ
を
み
る
と
、
実
に
た
く
さ
ん
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
主
体
的
な
学

習
」
（
皿
）
「
学
習
者
の
興
味
⑧
関
心
」
（
A
）
「
学
習
者
の
個
人
差
」
一
B
）
「
学
習
者

の
目
的
意
識
」
一
C
一
「
学
習
者
の
達
成
感
」
一
D
一
「
学
習
者
の
自
己
認
識
一
他
者
認

識
」
（
E
）
な
ど
、
教
科
の
学
習
指
導
と
し
て
、
大
事
な
目
標
ば
か
り
で
あ
る
。
「
ア

ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
で
は
、
こ
う
い
っ
た
複
数
の
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。

　
柏
原
氏
の
作
成
さ
れ
た
「
基
本
的
学
習
過
程
」
（
表
2
）
は
、
左
に
示
す
よ
う
な
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案
で
あ
る
。

表
2
　
基
本
的
学
習
過
程

段
階 学　習　内　容 活動類型 意　　　　義

視点との関連

ア
ン
ソ
o
ジ
ー
作
り

1
．
選
択
の
も
と
に
な
る
資
料
　
を
提
示
す
る
。
2
．
資
料
を
選
択
す
る
。
3
．
資
料
を
読
む
。
4
．
資
料
の
中
か
ら
作
晶
を
選
　
択
す
る
。
5
．
選
択
し
た
作
品
を
視
写
す
　
る
。
　
（
印
刷
用
）
6
．
さ
し
絵
（
イ
メ
ー
ジ
画
）
　
を
入
れ
る
。
7
．
作
晶
の
選
択
理
由
（
ま
た
　
は
、
鑑
賞
文
）
を
書
く
。
a
　
（
印
刷
し
て
ア
ン
ソ
ロ
ジ
　
ー
に
す
る
。
）
9
　
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
読
み
合
　
う
。
i
0
．
好
き
な
作
品
を
選
び
合
う

「
‘
　
一
一
二
「
L
提
一
巫
」
魎
訂
魎
囲
囲
鉋
囲

◎相像力（感性的認。の発揮

皿
一
A
　
　
C
I
I
－
B
皿
一
B
I
皿
一
C
皿
一
B
皿
一
C
I
皿
一
E
I
［
一
D
I
皿
一
E

○
繰
り
返
し
読
ま
ざ
る
を
　
得
な
い
。
竪
◎
自
己
表
現
○
完
成
の
喜
び
◎
多
読
・
反
復
読
み
翌
◎
他
者
認
識
、
自
己
受
容
　
の
喜
び

鑑
賞
指
導

囲
囮
囲
函

○
教
材
に
対
す
る
必
然
性
霊
匿
○
自
己
表
現
○
他
者
認
識

皿
一
B
I
I
－
E
皿
一
E

　
「
学
習
内
容
」
は
大
き
く
三
っ
の
ま
と
ま
り
か
ら
成
っ
て
い
る
。
学
習
過
程
で
い

え
ば
、
1
～
8
ま
で
が
「
第
一
次
」
で
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
を
作
る
ま
で

の
学
習
で
あ
る
。
9
～
1
0
は
「
第
二
次
」
で
、
で
き
あ
が
っ
た
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の

詩
集
」
を
教
材
と
し
た
学
習
で
あ
る
。
「
世
界
で
た
だ
一
冊
の
詩
集
」
の
実
践
例
で
、

第
一
次
、
第
二
次
と
く
わ
し
く
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
u
～
1
4
は
「
第
三
次
」

で
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
集
」
の
中
か
ら
数
編
の
詩
を
え
ら
び
、
重
点
的
に
指
導

し
て
い
く
と
い
う
段
階
で
あ
る
。

　
「
活
動
類
型
」
で
は
、
二
つ
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
や
は
り
「
選
択
」

　
　
　
　
　
　
詩
教
育
の
理
論
的
研
究
一
四
）
（
足
立
）

と
い
う
行
為
が
学
習
活
動
の
中
心
と
た
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
②
資
料
を
選
択

す
る
」
「
④
資
料
の
中
か
ら
作
品
を
選
択
す
る
」
「
⑩
好
き
な
作
品
を
選
び
合
う
」

「
⑪
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
か
ら
鑑
賞
教
材
を
選
択
す
る
」
の
よ
う
に
、
学
習
活
動
の

主
要
在
と
こ
ろ
で
、
か
な
ら
ず
「
選
択
」
と
い
う
行
為
が
介
在
す
る
よ
う
に
た
っ
て

い
る
。
選
択
と
い
う
原
理
が
い
か
に
つ
よ
く
働
い
て
い
る
か
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

二
っ
に
は
、
「
読
む
　
　
書
く
」
と
い
う
活
動
が
違
動
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
「
③
資
料
を
読
む
」
「
⑤
選
択
し
た
作
品
を
視
写
す
る
」
「
⑦
作
品
の
選
択

理
由
を
書
く
」
「
⑨
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
を
読
み
合
う
」
「
⑫
選
択
し
た
教
材
を
鑑
賞
す

る
」
「
⑬
感
想
を
書
く
」
「
⑭
感
想
を
読
み
合
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る

と
、
こ
の
単
元
の
中
心
は
、
「
読
む
」
「
書
く
」
と
い
う
学
習
活
動
の
連
動
に
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
「
ひ
と
り
」
を
重
視
す
る
学
習
だ
か
ら
、
「
読
み
－
書
き
」
の
個
人

学
習
が
べ
－
ス
と
注
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
意
義
」
を
「
視
点
と
の
関
連
」
で
み
て
い
く
と
、
っ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
「
意
義
」
の
箇
所
に
は
、
「
感
性
⑧
認
識
力
の
主
体
的
な
発
揮
」
と
い
う
項

目
が
多
い
。
「
視
点
」
の
皿
「
作
品
に
主
体
的
に
か
か
わ
ら
せ
る
」
と
対
応
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
「
視
点
」
の
1
「
作
品
に
多
く
ふ
れ
さ
せ
る
」
こ
と

と
も
関
連
し
て
い
る
。
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
教
材
で
あ
る
こ
と
と
、
主
体
的
な
学
習
を
う

な
が
す
こ
と
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
視
点
と
の
関
連
」
を
み
て

分
か
る
よ
う
に
、
多
い
項
目
は
、
皿
の
B
「
個
人
差
（
好
み
、
能
力
）
に
応
じ
ら
れ

る
」
と
、
皿
の
E
「
自
己
及
び
他
者
の
存
在
を
認
め
合
え
る
」
と
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
、
主
体
的
た
学
習
を
う
な
が
す
要
素
と
い
え
る
。
学
習
者
の
差
異
を
認
め
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
学
習
過
程
案
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
案
に
よ
っ
て
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
は
、
基
本
的
学
習
過
程
と

し
て
一
つ
の
定
式
を
え
た
こ
と
に
な
る
。
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詩
教
育
の
理
論
的
研
究
一
四
）
（
足
立
）

　
柏
原
氏
は
ま
た
、
こ
の
案
を
ふ
ま
え
て
、
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
作
り
の
バ
リ
ェ
ー
シ
ョ

ン
」
（
表
3
）
、
を
提
案
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
表
で
い
え
ば
、
『
世
界
で
一
つ
だ
げ
の
詩

表
3

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
作
り
の
　
　
　
　
集
』
と
い
う
実
践
は
、
「
ア
ー
ー
　
イ
ー
4

　
　
　
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ー
8
　
工
1
2
2
　
オ
ー
2
7
」
と
い
う
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
わ
せ
で
あ
る
。
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
教
育
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
そ
の
バ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
い
て
豊
富
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
こ
の
表
は
、
題
材
一
主
題
一
傾
向
の
面
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
彩
た
展
開
と
、
各
学
年
で
の
、
ま
た
各
学
期
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
可
能
な
展
開
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
対
象
」
と
し
て
、
『
世
界
で
一
っ
だ
げ
の
詩
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
場
合
は
学
級
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
わ
げ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
他
に
個
人
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
や
グ
ル
ー
プ
ア
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ロ
ジ
ー
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
資
料
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
今
回
は
少
年
詩
集
で
あ
っ
た
が
、
他
に
児
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詩
集
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
少
年
詩
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児
童
詩
を
ま
ぜ
た
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
選
ぶ
基
準
」
と
し
て
、
今
回
は
「
好
き
な
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
気
に
入
っ
た
詩
）
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
に
季
節
、
動
物
、
自
然
な
ど
の
題
材
で
え
ら
ぶ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
あ
そ
び
、
リ
ズ
ム
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ど
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
の
た
め
に
え
ら
ぶ
、
擬
人
法
、
比
楡
な
ど
の
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
に
よ
っ
て
え
ら
ぶ
、
あ
る
い
は
平
和
な
ど
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
に
よ
っ
て
え
ら
ぶ
、
と
い
っ
た
基
準
が
考
え
ら
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れ
て
い
る
。
形
式
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
が
例
示
し

て
あ
る
。
実
に
多
彩
な
バ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー

の
詩
の
授
業
」
の
可
能
性
を
具
体
的
に
示
す
デ
ー
タ
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
と
い
う
の
は
、
理

論
的
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
原
理
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
1
　
差
異
一
多
様
の
原
理

　
2
　
選
択
一
決
定
の
原
理

　
3
　
相
対
⑧
交
流
の
原
理

　
こ
の
三
っ
の
原
理
が
、
学
習
過
程
の
い
ろ
い
ろ
た
場
面
で
、
相
互
に
関
連
的
に
作

用
し
あ
っ
て
い
く
こ
と
に
た
る
。

　
1
の
「
差
異
一
多
様
の
原
理
」
は
、
詩
の
側
の
原
理
で
も
あ
り
、
子
ど
も
の
側
の

原
理
で
も
あ
る
。
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
態
が
す
で
に
差
異
一
多
様
た
も
の
で
あ

り
、
学
級
と
い
う
子
ど
も
集
団
が
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
一
人
一
人
の
詩
人
は
作
風
を

異
と
し
、
一
っ
一
っ
の
詩
の
持
ち
味
も
違
う
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
詩

の
好
み
も
み
た
違
う
。
そ
の
差
異
性
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
詩
と
出
会
う
場
面

を
多
様
に
演
出
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
原
理
で
あ
る
。

　
2
の
「
選
択
⑧
決
定
の
原
理
」
は
、
子
ど
も
た
ち
に
「
ひ
と
り
」
と
し
て
の
自
覚

を
う
な
が
す
原
理
と
い
え
る
。
選
択
も
決
定
も
、
自
分
で
し
か
決
め
ら
れ
な
い
。
と

と
も
に
、
自
分
で
決
め
て
い
い
、
と
い
う
原
理
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
基
本
的
次
と

こ
ろ
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
詩
を
決
定
す
る
場
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー

の
授
業
以
外
に
は
考
え
ら
れ
た
い
条
件
で
あ
る
。
学
習
へ
の
主
体
的
た
取
り
組
み
は
、

多
く
は
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
引
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
3
の
「
相
対
⑧
交
流
の
原
理
」
は
、
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
方
法
の
も
た
ら
す
必



然
的
な
原
理
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
選
択
⑧
決
定
」
に
、
絶
対
的
な
評
価
の
基

準
を
も
ち
こ
ま
な
い
。
「
え
ら
ん
だ
詩
1
え
ら
ん
だ
理
由
」
に
は
、
た
と
え
ば
優

劣
や
正
解
一
不
正
解
と
い
っ
た
評
価
の
観
点
は
た
い
。
「
そ
の
子
に
と
っ
て
、
ど
う

か
」
と
い
う
観
点
だ
げ
が
重
視
さ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
学
習
を
楽
に
し
て
い
る
要

素
で
あ
る
。
自
己
認
識
、
他
者
認
識
と
い
う
交
流
も
、
相
対
的
な
評
価
を
べ
ー
ス
と

し
た
原
理
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

　
「
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
詩
の
授
業
」
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
多
様
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
を
試
み
な
が
ら
、
実
験
的
な
検
証

の
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

19

詩
教
育
の
理
論
的
研
究
一
四
）
（
足
立
一


