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研
究
の
課
題

　
本
論
文
で
は
、
「
語
者
」
型
の
詩
の
創
作
指
導
に
っ
い
て
考
察
す
る
。

　
前
稿
に
お
い
て
、
私
は
、
「
語
者
－
読
者
の
受
容
類
型
」
と
し
て
、
「
語
者
」
の

世
界
を
「
語
者
－
読
者
」
の
関
係
に
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
考
え
方

　
　
　
（
1
）

を
示
し
た
。CA

「
同
－
同
」

「
異
－
同
」

~~:~! 

DB
「　　「

異同

異
」
型

異
」
型

　
こ
の
分
類
は
、
語
者
と
読
者
の
「
関
係
」
を
表
し
て
い
る
。
詩
の
世
界
の
「
教

材
価
値
」
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
作
晶
と
読
者
の
「
関

係
」
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
（
関
係
価
値
）

に
も
と
づ
く
分
類
で
あ
っ
た
。
従
来
の
詩
の
創
作
指
導
で
は
、
こ
の
点
は
全
く
意

識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
語
者
」
を
中
心
に
、
詩
の
創
作
指

導
モ
デ
ル
を
分
類
す
る
の
は
、
詩
教
育
に
お
い
て
新
し
い
提
案
で
あ
る
。

　
子
ど
も
の
詩
（
児
童
詩
）
の
特
徴
は
、
少
年
詩
（
児
童
文
学
）
と
違
っ
て
、
詩

の
授
業
に
お
い
て
、
「
語
者
（
作
者
）
」
の
存
在
を
大
き
く
焦
点
化
で
き
る
点
で
あ

る
。
子
ど
も
の
詩
（
児
童
詩
）
で
は
、
詩
集
（
公
刊
。
私
刊
を
と
わ
ず
）
な
ど
に
、

作
者
の
「
学
年
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
国
語
教
科
書
の
児
童
詩
に
あ
っ
て
も
、

一
般
に
、
同
じ
「
学
年
」
の
児
童
作
晶
を
掲
載
す
る
。
作
者
の
「
学
年
」
が
、
と

く
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
少
年
詩
（
児
童
文
学
）
と
の
大

き
な
違
い
で
あ
る
。
少
年
詩
（
児
童
文
学
）
の
場
合
、
作
者
は
大
人
の
詩
人
で
あ

る
か
ら
、
作
者
の
年
齢
は
間
題
と
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
問
題
に
す
る
必
要
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
書
く
詩
（
児
童
詩
）
の
場
合
、
語
者
（
作
者
）
の
「
学

年
」
は
、
児
童
詩
に
固
有
の
条
件
で
あ
る
。

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
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子
ど
も
の
詩
（
児
童
詩
）
の
場
合
、
語
者
－
読
者
の
「
関
係
」
は
と
ら
え
や
す

い
。
そ
の
た
め
に
、
語
者
－
読
者
の
「
関
係
」
を
、
焦
点
化
し
て
指
導
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
A
型
－
D
型
の
類
別
も
、
私
は
、
少
年
詩
（
児
童
文
学
）
よ
り
は
明

確
に
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
A
型
－
D
型
は
、
し
た
が
っ
て
、
詩
の
創
作

指
導
の
授
業
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
る
。

　
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
分
類
法
に
も
と
づ
い
て
、
先
行
実
践
の
考
察
を
す
す

め
て
い
く
。

1
　
　
「
同
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

　
A
「
同
－
同
」
型
の
創
作
指
導
の
わ
か
り
や
す
い
例
は
、
子
ど
も
の
詩
が
、
そ

の
学
級
の
中
で
創
作
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
学
級
の
子
ど
も
た
ち
は
、

作
者
と
最
も
近
い
読
者
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
語
者
」
一
A
型
の
場
合
に
は
、

学
級
の
な
か
に
作
者
が
い
る
の
で
、
「
作
者
」
と
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
）
の
「
思

い
」
を
容
易
に
理
解
で
き
る
立
場
に
あ
る
。
語
者
（
作
者
）
と
読
者
が
、
き
わ
め

て
近
い
「
関
係
」
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
よ
う
な
受
容
　
創
作
指
導

を
、
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
詩
教
育
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
関
係
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
、
山
際
鎗
子
の
実
践
事
例
で
検
証
す
る
。

　
山
際
学
級
で
、
あ
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
作
晶
が
書
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

三
ば
ん
、

四
ば
ん
、

五
ば
ん
、

六
ば
ん
、

七
ば
ん
、

八
ば
ん
、

九
ば
ん
、

み
ん
な
、

セ
ン
タ
ー
、
ク
ロ
マ
テ
ィ
。

ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
シ
ロ
マ
テ
ィ
。

フ
ァ
ー
ス
ト
、
チ
ャ
マ
テ
ィ
。

キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
、
ム
ラ
サ
キ
マ
テ
ィ
。

ラ
イ
ト
、
ミ
ド
リ
マ
テ
ィ
。

レ
フ
ト
、
キ
イ
ロ
マ
テ
ィ
。

サ
ー
ド
、
ギ
ン
マ
テ
ィ
。

マ
テ
ィ
ば
か
り
で
、

ク
ロ
マ
テ
ィ
の
き
ょ
う
だ
い
だ
。

ク
ロ
マ
テ
ィ
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
、

　
し
よ
う
と
、
よ
ん
で
き
た
。

野
き
ゅ
う
を

　
一
つ
の
「
こ
と
ば
」
（
「
ク
ロ
マ
テ
ィ
」
と
い
う
野
球
選
手
の
名
前
）
を
軸
に
、

「
連
想
」
を
か
さ
ね
な
が
ら
書
か
れ
た
作
晶
で
あ
る
。
「
連
想
」
に
よ
っ
て
類
語
を

変
転
さ
せ
て
い
く
、
私
の
い
う
「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
の
部
類
に
入
る
作
晶
で
あ

る
。　

こ
の
作
品
は
、
山
際
学
級
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
生

成
の
過
程
を
記
し
た
興
味
ぷ
か
い
記
録
が
あ
る
の
で
、
記
録
を
て
が
か
り
に
再
現

し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

ク
ロ
マ
テ
ィ
の
き
ょ
う
だ
い
　
　
　
　
二
年

一
ば
ん
、

二
ば
ん
、

シ
ョ
ー
ト
、

セ
カ
ン
ド
、

ア
カ
マ
テ
ィ
。

ア
オ
マ
テ
ィ
。

小
池
宏
昌

　
わ
た
し
は
、
朝
、
子
ど
も
た
ち
よ
り
少
し
早
く
学
校
に
行
っ
て
い
る
。
／

こ
の
日
、
作
者
の
小
池
く
ん
、
何
か
大
声
で
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
教
室
に
入
っ

て
き
た
。
机
に
向
か
っ
て
座
っ
て
い
る
わ
た
し
に
、
大
き
な
声
で
「
お
は
よ

う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
挨
拶
も
そ
ぞ
ろ
に
、
ま
だ
大
声
で
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い



3

る
。
し
ま
い
に
は
、
何
や
ら
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
も
入
っ
て
き
て
、
小
池
く
ん
の

ま
わ
り
に
み
ん
な
集
ま
っ
て
来
て
、
笑
い
転
げ
て
い
る
。
何
を
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
の
か
と
耳
を
す
ま
し
て
聞
い
て
い
る
と
、
文
に
書
い
た
よ
う
な
こ
と
を

語
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ロ
マ
テ
ィ
か
ら
ア
カ
マ
テ
ィ
に
な
り
、
ま
た
ク
ロ
マ
テ
ィ
に
返
る
。
次

に
ク
ロ
マ
テ
ィ
か
ら
ア
カ
マ
テ
ィ
に
進
む
と
、
別
の
子
が
ア
オ
マ
テ
ィ
と
イ

メ
ー
ジ
を
広
げ
る
。
ま
た
、
ク
ロ
マ
テ
ィ
か
ら
ア
カ
マ
テ
ィ
、
ア
オ
マ
テ
ィ

に
行
く
と
、
シ
ロ
マ
テ
ィ
と
誰
か
が
言
う
。
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
は
、
進

ん
だ
り
後
も
ど
り
し
な
が
ら
、
次
々
つ
ぎ
つ
ぎ
と
と
広
が
っ
て
と
ど
ま
る
こ

と
が
な
く
、
新
し
い
こ
と
ば
が
ま
た
新
し
い
笑
い
を
ま
き
お
こ
す
。
小
池
く

ん
は
、
口
と
体
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
動
か
し
て
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。
ま

だ
重
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
小
池
く
ん
を
側
に
呼
ん
だ
。

「
先
生
も
、
語
聞
い
た
け
ど
、
面
白
い
ね
。
そ
れ
、
『
み
っ
つ
け
た
』
の
紙
に

か
い
て
く
れ
へ
ん
。
」

「
う
ん
。
含
言
う
て
た
と
お
り
で
え
え
の
ん
。
」

「
そ
う
や
。
今
の
ま
ま
で
、
も
の
す
ご
く
面
自
か
っ
た
も
ん
。
」

「
小
池
、
お
前
書
け
。
面
自
い
や
ん
。
」

「
言
う
て
た
と
お
り
書
け
よ
。
」

と
、
外
野
も
な
か
な
か
う
る
さ
い
。

　
小
池
く
ん
は
、
「
ほ
ん
ま
に
、
こ
ん
な
こ
と
、
こ
の
と
お
り
に
書
い
て
も
え

え
の
ん
か
。
」
と
、
ち
ょ
っ
と
考
え
込
み
な
が
ら
、
や
っ
と
席
に
つ
き
ラ
ン
ド

セ
ル
を
お
ろ
し
た
。

　
一
時
間
目
も
始
ま
ら
な
い
う
ち
に
、
も
う
書
き
あ
げ
て
持
っ
て
き
た
。
子
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ど
も
た
ち
は
、
小
池
く
ん
が
書
き
上
げ
た
の
を
目
ざ
と
く
兄
っ
け
て
、
「
読
ん

で
、
読
ん
で
。
」
と
迫
っ
て
く
る
。
／
わ
た
し
は
、
う
ぐ
い
す
嬢
よ
ろ
し
く
、

小
池
く
ん
の
作
晶
を
読
み
上
あ
げ
た
。
一
行
読
み
上
げ
る
た
び
に
、
子
ど
も

た
ち
は
笑
い
転
げ
て
い
る
。
最
後
の
行
の
「
ク
ロ
マ
テ
ィ
が
、
ア
メ
リ
カ
か

ら
、
野
き
ゅ
う
を
し
よ
う
ピ
、
よ
ん
で
き
た
。
」
を
読
み
終
る
と
、
教
室
は
笑

い
の
渦
で
あ
る
。
こ
の
行
は
遊
ん
で
い
る
と
き
に
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
書

く
と
な
る
と
何
か
ま
と
め
が
い
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
も
っ
ぺ
ん
（
も
う

一
ぺ
ん
）
読
ん
で
」
「
も
っ
ぺ
ん
読
ん
で
」
と
、
子
ど
も
た
ち
は
う
る
さ
い
。

次
は
自
分
た
ち
で
読
も
う
と
三
人
が
読
ん
だ
。
三
人
が
次
々
読
む
の
を
聞
き

な
が
ら
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
格
好
、
キ
ャ
ッ
チ
ャ
i
の
格
好
を
ま
ね
る
子
ど
も

が
出
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
動
作
を
す
る
子
と
読
む
子
を
別
々
に
し
て
読
ん

で
み
よ
う
と
、
次
々
つ
ぎ
つ
ぎ
と
遊
び
心
は
広
が
っ
て
、
一
時
間
じ
ゅ
う
、

読
ん
だ
り
動
作
を
し
た
り
し
て
、
腹
を
か
か
え
て
笑
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
う

ち
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

　
子
ど
も
の
詩
の
生
成
の
現
場
を
記
し
た
め
ず
ら
し
い
記
録
で
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
の
偶
発
的
な
出
来
事
を
、
詩
の
世
界
に
向
け
て
誘
導
す
る
す
ぐ
れ
た
指
導
で
あ

る
。
創
作
さ
れ
た
ば
か
り
の
作
晶
を
、
子
ど
も
た
ち
は
、
動
作
化
を
ふ
く
め
て
全

身
的
に
受
容
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
そ
の
姿
が
、
生
き
生
き
と
記
さ
れ
て
い
る
場

面
で
あ
る
。
「
創
作
－
受
容
」
の
相
互
関
係
、
ま
た
、
「
語
者
一
作
者
）
1
作
晶
－

読
者
」
の
一
体
的
な
関
係
が
み
ら
れ
る
記
録
で
あ
る
。

　
こ
の
実
践
は
、
「
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
を
し
な
が
ら
、
言
語
に
た
い
す
る
感
覚
を

練
る
」
と
い
う
指
導
の
一
場
面
で
あ
る
。
山
際
学
級
で
は
、
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
書
く
」
こ
と
は
、
重
点
的
な
指
導
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
践
は
、
類
語
に
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よ
る
「
連
想
」
を
引
き
だ
し
、
詩
の
創
作
に
展
開
し
て
い
く
指
導
で
あ
る
。
大
き

く
い
え
ば
イ
メ
ー
ジ
生
戒
の
指
導
で
あ
る
が
、
「
こ
と
ば
あ
そ
び
で
詩
を
書
く
」
指

導
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
創
作
－
受
容
－
創
作
　
受
容
と
い
う
相
互
作
用
が
、
指

導
者
に
よ
っ
て
巧
み
に
演
出
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」

を
楽
し
み
な
が
ら
、
日
本
語
の
も
つ
豊
か
な
世
界
を
創
造
し
受
容
し
て
い
る
。

　
こ
の
授
業
を
支
え
て
い
る
の
は
、
小
池
く
ん
と
い
う
「
作
者
」
の
存
在
で
あ
る
。

文
字
ど
お
り
語
り
手
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
「
語
者
」
と
い
っ
て
も
い
い
。
作
者
の
存

在
感
は
大
き
く
、
し
か
も
学
級
の
子
ど
も
た
ち
と
の
間
に
距
離
感
が
な
い
。
作
者

と
読
者
の
あ
い
だ
に
、
興
味
一
関
心
の
同
一
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
同
－
同
」

型
の
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、

　
詩
の
創
作
指
導
に
お
い
て
、
「
同
－
同
」
型
の
授
業
は
、
し
か
し
、
か
な
ら
ず
し

も
、
同
じ
学
級
の
「
作
者
（
語
者
）
↓
翫
者
」
を
条
件
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

同
学
年
の
子
ど
も
の
詩
で
あ
れ
ば
、
当
該
学
級
の
作
品
で
な
く
て
も
、
じ
ゅ
う
ぷ

ん
成
立
す
る
。
語
者
（
作
者
）
1
作
品
－
読
者
の
一
体
的
な
関
係
は
、
同
じ
「
学

年
」
と
い
う
同
一
性
に
お
い
て
、
自
然
に
組
織
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
地
域
一
題
材
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
同
じ
「
学
年
」
で
あ
れ
ば
、

「
作
者
（
語
者
）
1
読
者
」
の
一
体
的
な
関
係
は
成
立
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

江
口
季
好
の
実
践
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

　
こ
の
実
践
で
は
、
雪
国
の
子
ど
も
（
長
野
県
）
の
、
次
の
よ
う
な
作
晶
が
教
材

で
あ
る
。

つ
く
し

つ
く
し
が
　
で
た
。

一
年
　
　
し
も
だ
い
ら

け
い
こ

ち
い
さ
い
の
が

一
つ
で
た
。

あ
っ
た
か
い
の
で

「
ぼ
く
で
る
。
」

と
い
っ
て

で
た
の
か
な
。

　
作
者
（
語
者
）
は
、
初
春
の
季
節
に
、
は
じ
め
て
兄
た
つ
く
し
を
、
擬
人
化
し

て
書
い
て
い
る
。
ご
く
ふ
つ
う
の
生
活
詩
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
残
る
こ
の
年

齢
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
対
象
を
擬
人
化
し
て
と
ら
え
て
書
く
傾
向
が
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
意
味
で
は
、
こ
の
「
学
年
」
の
子
ど
も
ら
し
い
作
晶
で
あ
る
。

　
授
業
者
は
、
こ
の
作
晶
を
教
材
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
「
詩
を
書
く
」
た
め

の
入
門
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
児
童
は
、
東
京
の
子
ど
も
で
あ
る
。

〔
こ
の
詩
の
ど
こ
が
好
き
？
〕

CTCTCTCCT
こ
の
詩
の
ど
こ
が
好
き
？

小
さ
い
の
が
一
つ
で
た
と
こ
ろ
が
い
い
。

「
ぼ
く
で
る
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
い
い
。

こ
れ
は
、
い
つ
書
い
た
で
し
ょ
う
。

春
で
す
。

ど
う
し
て
？

っ
く
し
は
春
に
出
る
か
ら
で
す
。

春
の
い
つ
ご
ろ
で
し
よ
う
。

は
じ
め
で
す
。
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T
　
ど
う
し
て
は
じ
め
だ
と
わ
か
る
の
。

C
　
た
っ
た
一
つ
出
て
い
る
か
ら
で
す
。
春
の
お
わ
り
だ
っ
た
ら
、
た
く
さ
ん

　
出
て
い
ま
す
。

〔
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
〕

丁
　
一
行
目
「
つ
く
し
が
出
た
。
」
の
を
兄
た
と
き
、
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
で

　
し
よ
・
つ
。

　
C
　
う
れ
し
い
気
持
ち
で
す
。
は
じ
め
て
兄
っ
け
た
か
ら
。

　
C
　
う
れ
し
い
気
持
ち
で
す
。
っ
く
し
を
取
る
の
は
た
の
し
い
か
ら
で
す
。

　
C
　
こ
の
子
は
ね
、
は
じ
め
て
兄
つ
け
た
か
ら
、
う
れ
し
か
っ
た
と
思
う
。

　
C
　
つ
く
し
が
出
た
か
ら
、
も
う
春
に
な
っ
た
の
で
喜
ん
で
い
る
。

　
T
　
こ
の
詩
を
書
い
た
の
は
、
長
野
県
と
い
う
、
と
て
も
雪
の
多
い
と
こ
ろ
の

　
　
子
ど
も
で
す
。

　
C
　
そ
う
だ
っ
た
ら
、
春
に
な
る
の
が
う
れ
し
い
よ
、

　
〔
こ
の
詩
、
み
ん
な
好
き
で
す
か
〕

　
T
　
こ
の
詩
、
み
ん
な
好
き
で
す
か
？

　
C
　
大
好
き
。
気
に
い
っ
ち
ゃ
っ
た
。

　
C
　
ぼ
く
も
、
こ
ん
な
詩
か
き
た
い
な
。

　
こ
の
指
導
は
、
よ
く
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
児
童
詩
入
門
の
授
業
で
あ
る
。
い
き

な
り
「
詩
を
書
く
」
指
導
を
す
る
の
で
は
な
く
、
「
詩
を
書
く
」
前
に
、
親
し
み
や

す
い
児
童
作
晶
の
「
鑑
賞
」
を
行
う
指
導
で
あ
る
。
詩
の
創
作
へ
の
動
機
づ
け
の

指
導
と
い
え
る
。

　
発
問
を
み
る
と
、

　
　
①
「
こ
の
詩
の
ど
こ
が
好
き
？
」

　
　
　
　
　
　
語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）

　
　
②
「
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」

　
　
③
「
こ
の
詩
、
み
ん
な
好
き
で
す
か
？
」

と
な
っ
て
い
る
。
ど
の
発
問
も
、
話
者
（
作
者
一
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、
近
し
い

関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
伸
び
の
び
と
し
た
発
言
は
、
語
者
（
作

者
）
と
の
近
似
の
関
係
が
引
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
菱
言
に
は
、

自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
文
体
（
あ
ら
わ
し
方
）
で
、
似
た
よ
う
な
発
想
（
と
ら

え
方
）
で
詩
を
書
く
語
者
（
作
者
）
に
対
す
る
親
し
さ
が
み
ら
れ
る
。
「
語
者
（
作

者
）
－
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
「
同
－
同
」
型
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
親
し
い
受
容
場
面
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
、
作
者
（
し
も
だ
い
ら
　
け
い
こ
）
の
こ
と
を
知

ら
な
い
。
ま
た
、
雪
国
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
未
知
の

作
者
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
「
学
年
」
で
あ
る
こ
と
の
同
一
性
・
類
似
性
か
ら
、
同

じ
よ
う
な
「
発
想
」
（
兄
方
・
兄
え
方
）
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
「
関
係
」
に
よ

っ
て
、
語
者
（
作
者
）
と
読
者
の
あ
い
だ
に
、
「
同
－
同
」
型
の
受
容
関
係
が
成
立

し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
2
　
　
「
同
　
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

　
次
に
、
B
「
同
　
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
っ
い
て
検
討
す
る
。

　
子
ど
も
の
詩
の
世
界
に
は
、
同
じ
「
学
年
」
の
語
者
（
作
者
一
で
あ
っ
て
も
、

立
場
。
条
件
の
全
く
異
な
る
作
晶
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
、
私
は
「
同
－

異
」
型
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
「
学
年
」
の
語
者
（
作
者
）
の
作
品

で
あ
っ
て
も
、
立
場
一
条
件
の
異
な
る
場
合
に
は
、
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
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語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
作
指
導
（
足
立
）

　
こ
の
臥
の
「
関
係
」
は
、
受
容
に
あ
た
っ
て
、
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
む

し
ろ
違
和
感
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
違
和
感
を
バ
ネ
に
し

て
、
同
じ
「
学
年
」
．
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
生
か
し
て
、
共
感
的
に
変
容
し
て
い

く
、
と
い
う
指
導
に
な
る
。

　
赤
座
憲
久
『
雨
の
に
お
い
・
星
の
声
』
（
一
九
八
七
）
に
、
次
の
よ
う
な
子
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
詩
が
の
っ
て
い
る
。

　
　
　
ど
し
ゃ
ぷ
り
　
　
　
　
四
年
　
遠
山
満
志
夫

　
　
雨
が
　
ふ
っ
て
き
た

　
　
土
く
さ
い

　
　
土
く
さ
い

　
　
ど
し
ゃ
ぷ
り
だ

　
　
　
星
　
　
　
　
　
　
　
四
年
仲
井
秋
雄

　
　
星
は
　
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
る
と
み
ん
な
が
い
う
。

　
　
ぼ
く
は
星
を
し
ら
な
い
。

　
　
で
も
　
な
ん
だ
か

　
　
ネ
コ
の
　
な
き
声
み
た
い
な
　
気
が
す
る
。

　
こ
の
詩
を
教
材
と
し
て
、
「
語
者
（
作
者
）
と
の
出
会
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

授
業
し
た
と
き
の
記
録
を
取
り
上
げ
る
。
私
の
授
業
プ
ラ
ン
を
も
と
に
、
植
原
桂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

治
が
実
験
授
業
を
試
み
た
と
き
の
共
同
研
究
で
あ
る
。

　
こ
の
実
験
授
業
の
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ら
の
作
晶
が
「
同
　
異
」
型
で
あ
る
こ
と

を
、
実
験
的
に
確
認
し
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
対
象
学
年
を
、

作
者
（
話
者
）
と
同
じ
四
年
生
と
し
た
。

　
私
の
作
成
し
た
授
業
プ
ラ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
児
童
詩
の
「
受

容
か
ら
創
作
へ
」
と
誘
う
、
創
作
詩
の
入
門
指
導
プ
ラ
ン
で
あ
る
。

　
　
①
詩
の
世
界
と
の
出
会
い
（
は
じ
め
の
感
想
）

　
　
②
語
者
（
作
者
）
の
紹
介
一
あ
い
だ
の
感
想
一

　
　
③
語
者
（
作
者
）
の
「
と
ら
え
か
た
」
と
対
比
す
る

　
　
④
語
者
一
作
者
）
の
「
と
ら
え
か
た
」
と
類
比
す
る

　
　
⑤
創
作
へ
の
誘
い

　
四
年
生
の
作
晶
を
、
同
じ
四
年
生
を
対
象
に
し
た
受
容
指
導
な
の
で
、
学
年
の

条
件
と
し
て
は
「
同
」
型
で
あ
る
。
「
語
者
（
作
者
）
」
の
こ
と
は
、
意
図
的
に
伏

せ
て
あ
る
。
「
語
者
（
作
者
）
と
の
出
会
い
」
を
、
意
識
的
に
仕
組
む
た
め
で
あ
っ

た
。
授
業
は
、
以
下
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
た
。

　
〔
詩
の
世
界
と
の
出
会
い
（
は
じ
め
の
感
想
）
〕

　
T
　
マ
シ
オ
く
ん
は
、
こ
ん
な
詩
を
書
い
て
い
ま
す
。
（
「
ど
し
ゃ
ぷ
り
」
を
板

　
　
書
す
る
）

　
C
　
え
？
　
　
（
こ
れ
が
詩
な
の
か
、
と
驚
く
。
）

　
T
　
こ
の
詩
の
感
想
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
C
　
短
い
。
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CTCTCCTCCTTTC 　
雨
が
降
っ
て
、
土
が
臭
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
雨
が

降
っ
た
と
き
、
土
臭
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
何
で
土
臭
い
の
か
な
あ
。

　
短
く
て
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
「
土
く
さ
い
」
の
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ
た
人
？

　
（
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
挙
手
す
る
。
）

　
「
土
く
さ
い
」
と
い
う
表
現
が
変
わ
っ
て
い
る
な
あ
、
と
思
っ
た
人
が
多

い
よ
う
だ
ね
。

　
っ
ぎ
に
、
ア
キ
オ
く
ん
の
詩
を
紹
介
し
ま
す
。
（
「
星
」
を
板
書
す
る
）

　
感
想
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ど
う
し
て
、
星
を
兄
た
こ
と
が
な
い
の
か
な
。

　
ど
う
し
て
「
ネ
コ
の
　
な
き
声
み
た
い
な
気
が
す
る
」
の
か
な
あ
。

　
「
ネ
コ
の
　
な
き
声
」
が
気
に
な
っ
た
人
が
多
い
よ
う
だ
け
ど
、
か
わ
い

い
と
思
う
ひ
と
プ
・
　
（
十
名
く
ら
い
挙
手
）

　
や
さ
し
そ
う
な
感
じ
が
す
る
。

　
「
ネ
コ
の
　
な
き
声
」
を
か
わ
い
い
と
感
じ
た
人
も
い
ま
す
が
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
表
現
だ
な
あ
と
感
じ
た
人
が
多
い
よ
う
だ
ね
。

　
こ
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
に
は
、
作
者
が
同
じ
四
年
生
な
の
に
、
「
よ

く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
類
型
が
み
ら
れ
た
、
語
者
（
作
者
）
と
読
者
の
あ
い
だ

に
、
「
同
　
異
」
型
の
関
係
の
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
「
学
年
」

の
作
晶
で
も
、
「
立
場
」
（
条
件
）
が
異
な
る
ば
あ
い
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
受
容

反
応
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
、
か
な
り
つ
よ
い
異
化
作
用
を
経

験
し
て
い
る
◎

　
　
　
　
　
　
語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
作
指
導
（
足
立
）

〔
語
者
（
作
者
）
の
紹
介
（
あ
い
だ
の
感
想
）
〕

丁
　
担
任
の
先
生
が
、
詩
の
説
明
を
書
い
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す
の
で
、
紹

介
し
ま
す
。
実
は
、
作
者
は
、
盲
学
校
で
勉
強
し
て
い
る
お
友
だ
ち
で
す
。

　
《
ど
し
ゃ
ぷ
り
…
う
ま
れ
な
が
ら
目
の
み
え
な
い
マ
シ
オ
が
、
四
年
生
の
と

　
き
に
書
い
た
詩
で
す
。
か
わ
き
き
っ
て
い
た
運
動
場
に
夕
立
が
き
た
と
き
で

　
し
た
。

　
　
星
…
ア
キ
オ
が
四
年
生
の
と
き
に
書
い
た
詩
で
す
。
ア
キ
オ
は
、
空
の
ひ

　
ろ
さ
も
星
の
か
が
や
き
も
、
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
星
の

　
か
が
や
き
ぎ
ア
キ
オ
ら
し
く
、
ネ
コ
の
な
き
声
に
お
き
か
え
ま
し
た
。
ネ
コ

　
の
な
き
声
は
、
は
て
し
な
い
宇
宙
へ
と
、
か
ぎ
り
な
く
ひ
ろ
が
り
ま
す
。
》
（
『
雨

　
の
に
お
い
・
星
の
声
』
）
よ
り
の
引
用
）

CCTCTCCC
　
み
ん
な
で
読
ん
で
み
よ
う
か
な
。

　
（
斉
読
す
る
）

　
さ
あ
、
み
ん
な
ど
う
か
な
？

　
（
児
童
、
感
動
し
て
沈
黙
が
つ
づ
く
。
）

　
最
初
は
、
何
で
こ
ん
な
に
短
い
詩
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
た
け
ど
、
先
生

の
説
明
を
聞
い
た
ら
、
目
の
兄
え
な
い
人
で
も
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
の

だ
な
あ
っ
て
思
い
ま
し
た
。

　
目
が
見
え
な
い
の
に
、
自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
、
よ
く
短
く
ま
と
め
て
詩

に
書
け
た
な
あ
と
思
っ
た
。

　
目
が
兄
え
な
い
の
に
、
星
を
何
か
に
た
と
え
て
、
星
を
知
ろ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
。

　
同
じ
四
年
生
で
、
目
の
不
自
由
な
人
が
、
こ
ん
な
詩
を
書
く
の
で
、
す
ご
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T
　
　
　
　
語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導

い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
感
想
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

（
足
立
）

　
こ
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
大
き
く
変
容
し
た
。
一
変
し
た
と
い
っ

て
も
い
い
ほ
ど
の
変
容
で
あ
っ
た
。
語
者
（
作
者
）
の
「
立
場
」
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
き
、
詩
の
世
界
の
受
容
に
、
急
激
な
変
容
が
み
ら
れ
た
（
感
想
文
は
後
で

紹
介
す
る
）
。

　
初
発
の
感
想
の
違
和
反
応
が
、
圧
倒
的
な
共
感
反
応
に
変
わ
っ
て
い
る
。
初
発

の
段
階
の
異
化
作
用
を
、
子
ど
も
た
ち
は
、
語
者
（
作
者
）
の
「
立
場
」
（
条
件
）

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
同
化
の
反
応
に
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
が
か
か

る
。
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
か
ら
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」
こ
と
へ
の
変
化
と
み
ら
れ

る
。
こ
の
型
（
「
同
－
異
」
型
）
に
特
徴
的
な
受
容
反
応
で
あ
る
。

　
さ
て
、
授
業
は
、
こ
の
あ
と
、
詩
の
創
作
指
導
入
門
へ
と
展
開
す
る
。

　
〔
語
者
（
作
者
）
の
「
と
ら
え
か
た
」
と
、
対
比
す
る
・
類
比
す
る
〕

　
T
　
み
ん
な
と
マ
シ
オ
君
一
ア
キ
ラ
君
が
違
う
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
だ
ろ
う
（
対

　
　
比
の
発
問
）

TCCTTCC感
じ
方
が
違
う
。

目
の
見
え
な
い
人
は
、
自
分
の
心
の
中
で
思
づ
た
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

み
ん
な
と
は
感
じ
て
い
る
世
界
が
違
う
ん
だ
ね
。

で
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
の
？
　
同
じ
と
こ
ろ
は
？
　
　
（
類
比
の
発
問
）

実
感
を
味
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

本
当
の
こ
と
室
言
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

目
が
見
え
な
い
け
ど
、
感
じ
た
リ
す
る
心
は
同
じ
な
ん
だ
ね
。
先
生
も
い

　
い
詩
だ
な
あ
、
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
、
「
ネ
コ
の
　
な
き
声
み
た
い
」
っ
て
、

　
君
た
ち
は
想
像
で
き
た
？
　
こ
れ
は
ね
、
ア
キ
オ
君
だ
け
が
ね
、
思
い
つ
い

　
た
こ
と
ば
な
ん
だ
。
世
界
中
で
ア
キ
オ
君
だ
け
に
し
か
書
け
な
い
こ
と
ば
な

　
ん
で
す
ね
。
そ
こ
が
ね
、
す
て
き
な
詩
だ
と
思
い
ま
す
。

〔
創
作
へ
の
動
機
づ
け
〕

丁
　
目
が
兄
え
な
い
か
ら
、
表
現
の
仕
方
は
違
う
。
で
も
ね
、
詩
の
中
で
、
自

　
分
の
世
界
を
せ
い
い
．
っ
ぱ
い
表
現
し
た
ん
だ
ね
。
み
ん
な
も
ね
、
自
分
の
世

　
界
を
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
書
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
受
容
か
ら
創
作
へ
」
と
誘
う
指
導
場
面
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
子
ど
も
た
ち

は
、
詩
の
創
作
に
た
い
へ
ん
意
欲
を
も
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
語
者
（
作

者
）
と
の
出
会
い
」
は
、
こ
の
と
き
、
「
新
し
い
詩
の
世
界
」
と
の
出
会
い
で
も
あ

っ
た
。
作
品
の
「
語
者
一
作
者
）
」
を
、
子
ど
も
た
ち
自
身
に
転
換
し
て
い
く
指
導

で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
「
語
者
（
作
者
）
と
の
出
会
い
」
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容

反
応
（
感
想
文
）
は
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

一
マ
シ
オ
君
と
ア
キ
オ
君
の
詩
を
読
ん
だ
ら
、
は
じ
め
は
、
意
味
が
わ
か
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
後
か
ら
、
先
生
の
語
を
聞
い
た
ら
、
二
人
と
も
目
が
と
て

も
不
自
由
な
四
年
生
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
じ
っ
さ
い
に
兄
ら
れ
る
の
で
、

ア
キ
オ
君
た
ち
と
は
思
う
こ
と
が
ち
が
う
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
詩
の

題
名
に
っ
い
て
も
、
感
じ
る
こ
と
が
ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
（
N
子
）

・
目
が
兄
え
る
と
、
あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
詩
も
書
け
な
い
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け
れ
ど
、
マ
シ
オ
君
と
ア
キ
オ
君
は
、
目
が
兄
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な

詩
が
書
け
た
と
思
い
ま
す
。
二
っ
の
詩
は
、
あ
た
り
ま
え
で
、
少
し
へ
ん
な

気
が
し
た
け
れ
ど
、
目
が
見
え
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
す
ご
い
発
見
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
（
丁
子
）

一
目
の
兄
え
な
い
人
が
、
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
、
感
じ
た
ま
ま
に
詩
と

し
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
さ
い
し
ょ
は
、
ど
う

し
て
、
ネ
コ
の
な
き
声
が
聞
こ
え
る
の
か
不
思
議
だ
な
あ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、

先
生
の
説
明
を
聞
い
た
ら
、
す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
。
（
K
子
）

一
目
が
兄
え
な
く
て
も
、
見
え
な
い
も
の
を
、
聞
こ
え
る
も
の
に
変
え
て
で

も
、
す
べ
て
の
も
の
を
知
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
、
と
て
も
い
い
と
思
い
ま

す
。
ア
キ
オ
君
は
、
星
が
き
れ
い
な
も
の
だ
と
聞
い
た
時
に
、
ア
キ
オ
君
が

好
き
な
ネ
コ
の
な
き
声
み
た
い
な
気
が
す
る
と
感
じ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

（
Y
男
）

一
は
じ
め
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
こ
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

ア
キ
オ
君
と
マ
シ
オ
君
が
ど
う
思
っ
て
書
い
た
詩
か
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

私
の
目
が
も
し
兄
え
な
か
っ
た
ら
、
ぜ
っ
ぼ
う
的
な
気
持
ち
に
な
る
と
思
う

け
れ
ど
、
こ
の
人
は
、
と
て
も
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
夢
も
あ
る
。
私
は

と
て
も
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
S
子
）

一
「
星
」
と
い
う
詩
は
、
ア
キ
オ
君
が
心
か
ら
感
動
し
て
書
い
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
兄
ら
れ
な
い
の
が
残
念
な
く
ら
い
ア
キ
オ
君
は
、
う
れ
し
か
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
（
M
子
）

一
マ
シ
オ
君
の
書
い
た
詩
は
、
と
て
も
短
く
て
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
短
い
け
れ
ど
も
、
と
っ
て
も
心
の
こ
も
っ
た
詩
だ
と
思
い
ま
し
た
。

マ
シ
オ
君
と
ア
キ
オ
君
は
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
マ
シ
オ
君

は
、
は
な
で
に
お
っ
て
「
土
く
さ
い
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
ア
キ
オ
君
は
耳

で
感
じ
て
い
ま
す
。
と
っ
て
も
感
動
的
な
詩
で
し
た
。
目
が
兄
え
な
く
て
も
、

ア
キ
オ
君
や
マ
シ
オ
君
の
言
葉
は
、
だ
れ
も
持
っ
て
い
な
い
言
葉
だ
と
思
い

ま
し
た
。
（
K
男
）

　
こ
の
受
容
反
応
（
「
あ
い
だ
の
感
想
」
）
を
分
析
す
る
と
、
例
外
な
く
、
「
語
者

（
作
者
）
」
の
存
在
感
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
「
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
」

「
す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
」
と
い
う
言
い
方
に
、
関
心
の
深
さ
が
よ
く
表
れ
て
い

た
。
自
分
と
は
異
質
の
「
語
者
（
作
者
）
の
発
兄
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
型
（
「
同
－

異
」
型
）
に
み
ら
れ
る
受
容
反
応
の
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
赤
座
憲
久
は
、
こ
れ
ら
の
作
晶
の
成
立
事
情
に
っ
い
て
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
（
8
）

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ど
し
ゃ
ぷ
り
」
…
か
わ
き
き
っ
て
、
砂
ぼ
こ
り
の
た
っ
運
動
場
に
、
夕

立
が
き
た
と
き
、
い
ち
は
や
く
そ
れ
を
彼
は
臭
覚
で
と
ら
え
た
の
で
す
。
な

る
ほ
ど
土
く
さ
い
。
本
当
に
土
く
さ
い
。
目
の
見
え
る
者
は
、
そ
れ
に
気
づ

か
な
い
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
兄
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
夕
立
の
情
景
を
見

え
る
範
囲
に
だ
け
、
限
定
し
て
し
ま
い
が
ち
な
、
目
あ
き
の
浅
薄
な
生
活
と

い
う
も
の
に
っ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
「
星
」
…
兄
え
な
い
か
ら
、
兄
な
け
れ
ば
っ
か
め
な
い
観
念
を
、
音
に
置

き
か
え
、
臭
覚
や
触
覚
に
置
き
か
え
て
、
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
う
言
え
ば
、
音
だ
け
の
世
界
と
い
う
も
の
も
、
大
き
な
美
し
い
ひ
ろ

が
り
が
あ
り
ま
す
。

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）

1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）
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語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
－
詩
の
創
乍
指
導

（
足
立
）

　
こ
れ
は
、
担
任
の
教
師
と
し
て
の
感
想
（
作
晶
の
成
立
事
情
）
で
あ
る
。
子
ど

も
た
ち
の
感
想
は
、
こ
こ
ま
で
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
私
に
は
、
「
他
者

の
発
見
」
と
い
う
観
点
は
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
授
業
で
、
子
ど
も
た
ち
の
内
部
で
生
じ
た
こ
と
は
、
「
視
座
の
転
換
」
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
視
座
」
と
は
「
物
事
を
認
識
す
る
時
の
立
場
」
の
こ
と
で
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
語
者
（
作
者
）
の
「
立
場
」
（
条
件
）
を
知
る
こ
と
で
、
物

事
を
認
識
す
る
時
の
別
の
「
立
場
」
の
あ
る
こ
と
を
、
詩
の
受
容
を
と
お
し
て
理

解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
授
業
は
、
「
語
者
（
作
者
）
と
の
出
会
い
」
を
演
出
し
た
実
験
授
業
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
語
者
（
作
者
一
」
の
存
在
が
、
子
ど
も
の
詩
に
お
い
て
、
い
か
に
大

き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
実
験
的
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て

い
る
。
表
現
者
と
し
て
の
「
語
者
」
（
作
者
）
の
発
兄
は
、
詩
の
創
作
指
導
の
基
本

的
な
指
導
事
項
で
あ
る
。

3
　
　
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

　
次
に
、
C
「
異
－
同
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
っ
い
て
検
討
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
文
芸
研
の
山
形
英
二
の
実
践
で
あ
る
。
山
形
の
こ
の
実

践
は
、
詩
の
創
作
指
導
に
お
い
て
、
「
視
点
の
転
換
」
を
指
導
す
る
と
い
う
、
明
確

な
ね
ら
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
授
業
に
つ
い
て
、
私
は
、
西
郷
文
芸
学
の
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
一

論
を
応
用
し
た
す
ぐ
れ
た
実
践
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

　
山
形
学
級
で
、
あ
る
と
き
、
一
人
の
児
童
が
、
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
き
た

こ
と
が
あ
る
。

ね
こ

二
年
水
口
麻
子

ね
こ
は
い
い
な
あ
。

た
だ
、
こ
た
つ
の
中
で
、

丸
く
な
っ
て
い
る
と
い
い
ん
だ
も
ん
。

そ
れ
に

の
ん
び
り
歩
い
て
い
る
だ
け
。

私
た
ち
な
ら

つ
く
え
に
む
か
っ
て

勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
の
に
。

　
低
学
年
の
児
童
の
書
く
、
ご
く
普
通
の
生
活
詩
で
あ
る
。
「
兄
た
ま
ま
」
「
思
っ

た
ま
ま
」
を
、
詩
の
形
で
書
い
て
い
る
。
詩
と
い
う
以
前
の
、
つ
ぷ
や
き
の
よ
う

な
生
活
表
現
で
あ
る
。
授
業
者
に
よ
る
と
、
作
者
が
こ
の
詩
を
書
い
た
の
は
、
二

年
生
の
終
り
頃
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
を
使
っ
て
、
「
作
文
に
お
け
る
視

点
－
他
者
の
視
点
に
立
つ
」
と
い
う
指
導
を
す
る
機
会
を
待
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、

こ
の
学
級
に
は
「
犬
騒
動
」
と
い
う
の
が
起
こ
る
。
あ
る
日
迷
い
こ
ん
で
き
た
子

犬
を
、
子
ど
も
た
ち
は
学
級
の
中
で
飼
い
は
じ
め
た
が
、
結
局
飼
い
き
れ
ず
に
手

ば
な
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
犬
は
野
犬
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
の
経
験
を
生
か
し
て
、
授
業
者
は
、
こ
の
作
品
を
使
っ
た
「
視
点
の
転
換
」
の

指
導
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
授
業
の
中
で
は
、
こ
の
詩
を
も
と
に
し
て
、
「
ね
こ
は
い
い
な
あ
」
と
い
う
語
者

の
、
「
ね
こ
」
に
対
す
る
「
う
ら
や
ま
し
さ
」
を
た
っ
ぷ
り
と
出
さ
せ
た
あ
と
、
子



ど
も
た
ち
に
次
の
よ
う
に
問
う
。
「
の
ん
び
り
歩
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ね
こ
の

『
内
の
目
」
か
ら
兄
た
ら
、
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
い
う
発
問
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
ゆ
さ
ぷ
っ
て
お
い
て
、
授
業
者
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
「
詩
を
書
く
」
経
験
は
初
め
て
で
あ
っ
た
、
と
い

う
。
こ
の
指
示
に
よ
っ
て
、
「
ね
こ
」
の
作
者
は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
て
い
る

（
作
晶
は
津
軽
弁
で
書
か
れ
て
い
る
）
。

u

　
「
こ
の
間
、
私
た
ち
が
育
て
た
子
犬
は
、
ど
う
な
っ
た
か
な
？
　
」
ζ
言

っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
「
う
1
ん
」
と
い
う
顔
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
私
た
ち

人
間
の
側
か
ら
見
る
と
、
ね
こ
は
た
し
か
に
の
ん
び
り
歩
い
て
い
る
だ
け
に

兄
え
る
ね
。
ね
こ
た
ち
は
し
あ
わ
せ
だ
な
あ
、
い
い
な
あ
と
思
う
ね
。
そ
れ

は
、
そ
れ
で
い
い
。
で
も
、
も
う
一
つ
、
今
度
は
ね
こ
の
『
内
の
目
』
か
ら

兄
た
ら
、
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
私
た
ち
人
間
の
側
か
ら
だ
け
で
は
兄
え
な

い
世
界
が
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
子
犬
を
苦
労
し
て
育
て
て
、

と
う
と
う
野
良
犬
に
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
み
ん
な
に
は
兄

え
る
は
ず
だ
。
」
子
ど
も
た
ち
は
「
わ
か
っ
た
」
「
そ
う
だ
」
と
い
う
顔
で
聞

い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
こ
σ
麻
子
さ
ん
の
詩
を
読
ん
で
、
今
度
は
ね
こ
の

〈
内
の
目
〉
か
ら
麻
子
さ
ん
を
、
人
間
を
兄
た
詩
を
書
い
て
ご
ら
ん
。
」
ζ
言

っ
て
書
か
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
張
り
き
っ
て
書
い
て
い
た
。

　
授
業
者
の
ね
ら
い
は
、
「
犬
騒
動
」
を
生
か
し
た
「
視
点
の
転
換
」
で
あ
る
。
〈
内

の
目
〉
と
は
、
西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
で
、
「
人
物
の
目
か
ら
兄
た
世
界
」
の
こ
と

　
　
一
u
）

で
あ
る
。
授
業
者
は
こ
こ
で
、
文
芸
研
の
視
点
論
を
ふ
ま
え
て
、
「
ね
こ
か
ら
兄
た

世
界
を
書
く
」
こ
と
を
指
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
問
は
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
大
き
く
刺
激
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
相
手
の
視
点
（
虚
構
の
視
点
）
か
ら
、
同
じ
事
実
を
兄
て
い
く
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
同
じ
事
実
を
、
全
く
別
の
視
点
か
ら
兄
直
す
表
現
活
動
で
あ
る
。

わ
た
し
だ
っ
て
　
や
っ
と
生
き
て
い
る
の
に

三
年
水
口
麻
子

人
間
だ
の
／
ね
ご
、
い
っ
て
し
ゃ
べ
る
ば
っ
て

お
ら
ん
ど
だ
っ
て
／
い
い
き
ぷ
ん
で
ね
っ
て
る
と
ぎ

麻
子
だ
の
に
か
っ
て
／
つ
か
ま
え
ら
れ
で
ま
っ
て

な
ん
も
ね
ら
れ
ね
え
あ
っ
た
じ
ゃ

そ
れ
が
ら
夜
に
な
れ
ば
／
ど
こ
も
ね
る
ど
こ
な
く
て

ど
っ
か
の
ゆ
が
の
下
さ
／
入
っ
て
ね
る
し
か
ね
だ
。

そ
れ
が
ら
み
れ
ば
／
お
め
だ
っ
ち
ゃ

あ
っ
た
か
い
ふ
と
ん
き
て
／
い
っ
き
ゃ
な
あ
。

そ
れ
に
朝
お
ぎ
だ
っ
て
／
な
ん
も
／
ご
は
ん
け
る
人
い
ね
し
て

ほ
が
の
家
が
ら
／
さ
が
な
と
っ
て

大
き
い
ぼ
う
で
ぷ
だ
が
れ
た
と
ぎ
／
い
っ
ぺ
あ
る
だ
。

ん
だ
で
／
つ
ら
い
ん
だ
ね
。

　
作
者
は
、
こ
の
詩
の
な
か
で
、
「
ね
こ
か
ら
兄
た
自
分
」
を
想
像
し
て
書
い
て
い

る
。
「
ね
こ
の
気
持
ち
」
を
、
い
つ
も
使
っ
て
い
る
方
言
で
書
い
て
い
る
、
方
言
の

方
が
、
「
ね
こ
の
立
場
」
に
立
ち
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
作
者
は
、
「
お

ら
ん
ど
（
自
分
の
こ
と
）
」
と
「
お
め
（
お
前
）
」
と
い
う
逆
転
し
た
呼
称
を
使
っ

て
、
「
視
点
の
転
換
」
を
は
か
り
、
ね
こ
の
視
点
か
ら
、
自
分
自
身
を
深
く
見
つ
め

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）



語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
－
詩
の
創
作
指
導

（
足
立
）

1
2
　
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
品
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
面
で
み
る
と
、
「
ね

　
　
こ
」
よ
り
も
、
ね
こ
の
内
面
を
想
像
す
る
「
わ
た
し
だ
っ
て
や
っ
と
生
き
て
い
る

　
　
の
に
」
の
方
に
、
表
現
。
内
容
と
も
に
個
性
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
作
品
を
ふ
く
む
数
編
の
作
晶
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
授
業
者
は
、
次
の

　
．
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

　
他
者
の
視
点
　
そ
れ
は
非
日
常
の
視
点
で
あ
る
だ
け
に
難
し
い
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
詩
で
は
、
そ
の
わ
り
に
、
ね
こ
の
論
理
、
ね
こ
の
性
格
、
ね
こ
の

思
想
に
立
っ
て
い
る
作
晶
が
多
い
と
言
え
そ
う
だ
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
つ
は
、
文
芸
の
授
業
が
、
自

分
の
日
常
的
な
現
実
的
な
目
と
は
違
う
想
像
の
目
、
虚
構
の
目
を
設
定
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
力
を
っ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
っ

は
、
そ
れ
ま
で
の
虚
構
の
作
文
指
導
、
特
に
そ
の
前
の
「
犬
騒
動
」
の
「
ま

と
め
よ
み
」
が
、
ね
こ
と
い
う
視
点
人
物
の
条
件
を
、
子
ど
も
た
ち
に
獲
得

さ
せ
る
力
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
麻
子
の
詩
の
性
格
を
、
的
確
に
指
摘
し
た
批
評
で
あ
る
。
麻
子
の
詩
は
、
「
ね
こ

の
論
理
、
ね
こ
の
性
格
、
ね
こ
の
思
想
」
を
、
よ
く
書
き
こ
ん
で
い
る
。
「
視
座
の

転
換
」
が
な
さ
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
視
座
」
と
は
、
「
物
事
を
認
識
す
る

時
の
立
場
」
で
あ
る
。
ね
こ
の
〈
内
の
目
〉
か
ら
、
人
間
を
兄
た
詩
を
書
く
に
は
、

「
自
分
以
外
の
視
座
」
に
立
っ
ほ
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
、
お
の
ず
と
想
像
力

を
使
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
必
然
的
に
想
像
力
を
引
き
だ
し
て
い
る

指
導
で
あ
る
。

　
こ
の
実
践
で
、
授
業
者
の
使
っ
た
方
法
は
、
西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
（
視
点
人

物
の
条
件
）
で
あ
る
。

　
　
・
「
視
点
人
物
」
（
兄
る
側
）
－
内
面
（
心
）
は
よ
く
わ
か
る
が
、
外
面
（
姿
）

　
　
　
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
・
「
対
象
人
物
」
（
見
ら
れ
る
側
）
1
内
面
（
心
）
は
わ
か
ら
な
い
が
、
外
面

　
　
　
（
姿
）
は
よ
く
わ
か
る
、

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

と
い
う
理
論
で
あ
る
。

　
山
形
の
実
践
は
、
文
芸
研
の
視
点
論
を
ふ
ま
え
て
、
視
点
人
物
（
麻
子
）
と
対

象
人
物
（
ね
こ
）
を
転
換
さ
せ
る
指
導
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
導
法
は
、
「
視
点

の
転
換
」
の
で
き
る
、
表
現
指
導
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
視
点

の
転
換
」
に
よ
っ
て
、
「
異
－
同
」
型
の
創
作
指
導
と
も
な
っ
て
い
る
。
「
ね
こ
」

と
い
う
語
者
は
、
「
異
」
型
で
あ
る
が
、
そ
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
「
異

－
同
」
型
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
実
践
は
、
一
つ
の
表
現
対
象
を
、
外
と
内
の
両
面
か
ら
認
識
さ
せ
る
指
導

で
あ
っ
た
。
こ
の
指
導
で
い
え
ば
、

　
　
一
「
わ
た
し
↓
ね
こ
」
（
自
分
か
ら
兄
た
相
手
）

　
　
・
「
ね
こ
↓
わ
た
し
」
（
相
手
か
ら
兄
た
自
分
）

と
い
う
両
方
の
視
座
か
ら
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
う
一
つ
の
視
点

と
し
て
、
「
視
座
の
転
換
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
相
手
か
ら
見
た
自
分
」

に
は
、
お
の
ず
と
想
像
力
が
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
視
座
を
転

換
す
る
」
指
導
は
、
詩
の
創
作
指
導
で
は
じ
ゅ
う
ぷ
ん
可
能
で
あ
る
。
「
視
座
の
転

換
」
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
自
身
を
対
象
化
す
る
、
も
う
一
人
の
「
語

者
」
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
の
意
味
で
、
山
形
の
実
践
は
、

「
異
－
同
」
型
の
創
作
指
導
の
有
力
な
授
業
モ
デ
ル
で
あ
る
。



・
1
3

4
　
「
異

異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

　
次
に
、
D
「
異
　
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
っ
い
て
考
察
す
る
。

　
「
異
　
異
」
型
の
ば
あ
い
は
、
「
語
者
－
読
者
」
の
あ
い
だ
に
、
つ
よ
い
異
化
作

用
の
み
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
私
の
研
究
グ
ル
r
プ
（
大
阪

こ
と
ば
教
育
研
究
会
）
で
行
っ
た
小
学
校
で
の
共
同
研
究
と
、
牛
山
恵
の
中
学
校

の
実
践
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。
い
ず
れ
も
、
工
藤
直
子
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
（
一

九
八
四
）
を
使
っ
た
、
詩
の
創
作
指
導
の
実
践
で
あ
る
。

　
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
は
、
か
ぜ
・
う
さ
ぎ
一
す
み
れ
一
い
け
・
け
や
き
、
な

ど
を
「
語
者
」
と
し
た
、
野
原
の
住
人
た
ち
の
詩
集
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

作
者
の
工
藤
は
、
み
ず
か
ら
を
「
の
は
ら
み
ん
な
の
だ
い
り
に
ん
」
と
い
う
位
置

に
お
く
。
つ
ま
り
、
作
者
は
、
野
原
の
住
人
た
ち
（
語
者
）
の
代
理
人
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
作
者
と
は
異
な
る
「
作
者
」
（
語
者
）
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

こ
の
詩
集
の
特
色
で
あ
る
。
語
者
－
読
者
の
関
係
に
お
い
て
、
「
異
」
型
の
成
立
し

て
い
る
典
型
的
な
作
晶
で
あ
る
。

　
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
は
、
虚
構
の
空
間
。
虚
構
の
語
者
を
設
定
す
る
作
品
集

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
「
非
日
常
の
世
界
」
で
あ
り
、
異
化
の
現
象
を
、

こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
み
せ
．
て
く
れ
る
詩
集
も
少
な
い
。
「
語
者
」
の
授
業
モ
デ
ル
の

教
材
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
可
能
性
を
も
つ
作
晶
集
で
あ
る
』

　
こ
こ
で
は
、
小
学
校
と
中
学
校
の
、
二
つ
の
．
「
詩
を
書
く
」
指
導
例
を
取
り
上

げ
る
。

〔
小
学
校
の
授
業
モ
デ
ル
〕

　
最
初
の
事
例
は
、
私
の
提
案
す
る
「
語
者
」
の
授
業
モ
デ
ル
を
意
識
し
た
実
践

で
あ
る
。

　
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
が
子
ど
も
た
ち
を
引
き
つ
け
る
の
は
、
そ
の
世
界
の
中

に
、
「
も
う
一
人
の
自
分
」
が
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
の
は
ら
う
た
」
の
語

者
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
「
も
う
一
人
の
自
分
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
「
も
う
一
人
の
自
分
」
の
発
兄
は
、
表
現
指
導
の
新
し
い
課
題
で
あ
る
。
　
最

初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
射
場
康
枝
の
「
ぼ
く
の
、
わ
た
し
の
『
の
は
ら
う
た
』
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
）

（
三
年
生
）
と
い
う
実
践
で
あ
る
。

　
授
業
者
は
、
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
の
「
ま
え
が
き
」
（
「
の
は
ら
う
た
の
で
き

た
わ
け
」
）
を
教
材
化
し
、
「
詩
を
書
く
」
指
導
を
試
み
て
い
る
。
授
業
計
画
（
三

時
間
）
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

①
「
の
は
ら
う
た
の
で
き
た
わ
け
」
を
読
む
。

（
子
ど
も
た
ち
は
、
プ
リ
ン
ト
を
読
み
な
が
ら
、
大
き
な
笑
い
声
を
出
し
て

い
た
。
か
ぜ
み
つ
る
く
ん
、
こ
ね
ず
み
し
ゅ
ん
く
ん
、
へ
び
い
ち
の
す
け
く

ん
、
と
い
う
名
前
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
）

②
ま
ず
、
「
へ
び
い
ち
の
す
け
」
く
ん
。

・
「
へ
び
い
ち
の
す
け
」
く
ん
は
、
「
あ
い
さ
っ
」
と
い
う
〈
の
は
ら
う
た
〉

を
う
た
っ
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

・
ど
ん
な
「
あ
い
さ
っ
」
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
？

・
へ
び
い
ち
の
す
け
く
ん
は
ね
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
ん
で
し
ょ

う
ね
？

一
い
つ
も
、
ど
の
あ
た
り
を
兄
て
い
る
の
か
な
？

③
ぼ
く
た
ち
・
わ
た
し
た
ち
の
「
の
は
ら
う
た
」
を
書
・
」
う
。

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
－
詩
の
創
作
指
導

（
足
立
）
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語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）

。
の
は
ら
の
人
た
ち
を
い
っ
ぱ
い
想
像
し
て
み
よ
う
。

・
ど
ん
な
「
う
た
」
を
聞
き
た
い
か
な
。
ひ
と
つ
決
め
よ
う
。

。
「
う
た
」
が
聞
こ
え
た
ら
、
詩
の
よ
う
に
書
い
て
み
よ
う
。

・
そ
の
「
う
た
」
に
心
を
よ
せ
、
耳
を
か
た
む
け
て
、
ね
。

・
詩
が
で
き
た
ら
、
名
前
と
題
を
つ
け
て
み
て
ね
。

　
①
と
②
は
、
「
詩
を
書
く
」
た
め
の
導
入
で
あ
る
。
①
は
、
「
ま
え
が
き
」
（
「
の

は
ら
う
た
の
で
き
た
わ
け
」
）
を
読
み
き
か
せ
、
「
の
は
ら
う
た
」
と
い
う
異
化
の

空
間
を
興
味
づ
け
る
段
階
で
あ
る
。
②
は
、
『
の
は
ら
う
た
』
の
作
者
（
語
者
）
と

同
じ
名
前
を
使
っ
て
、
自
分
の
作
晶
を
書
い
て
み
る
、
と
い
う
段
階
で
あ
る
。

　
①
の
段
階
で
、
「
子
ど
も
た
ち
は
、
プ
リ
ン
ト
を
読
み
な
が
ら
、
大
き
な
笑
い
声

を
出
し
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
受
容
反
応
に
つ
い
て
、
授
業
者
は
「
か
ぜ
み
つ

る
く
ん
、
こ
ね
ず
み
し
ゅ
ん
く
ん
、
へ
ぴ
い
ち
の
す
け
く
ん
、
と
い
う
名
前
に
お

も
し
ろ
さ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
作
者
（
語
者
）
の
名
前
」
に

対
す
る
興
味
が
、
か
な
り
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
異
化
の
世
界
に
対
す

る
深
い
関
心
と
み
ら
れ
る
。

　
②
の
段
階
で
、
授
業
者
は
、
『
の
は
ら
う
た
』
か
ら
一
つ
の
名
前
（
へ
び
い
ち
の

す
け
一
を
取
り
だ
し
、
そ
の
名
前
で
の
詩
作
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
語

者
の
位
置
一
視
点
・
視
覚
を
意
識
づ
け
て
い
る
。
授
業
者
の
ね
ら
い
は
、
「
『
へ
び

い
ち
の
す
け
』
の
世
界
を
書
く
た
め
に
は
、
目
の
高
さ
、
も
の
の
兄
え
る
位
置
、

ア
ン
グ
ル
な
ど
を
自
覚
さ
せ
て
お
く
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
他
者
（
自
分
と
は
異
質

の
人
物
）
に
「
な
り
き
る
」
た
め
の
、
好
ま
し
い
配
慮
で
あ
る
。

　
こ
の
指
示
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
晶
が
生
ま
れ
て
い
る
。

あ
い
さ
つ
　
　
　
へ
び
い
ち
の
す
け

」　　」　　」　　」　　」　　」・

んんんんんん6こ　　6こ　　｝こ　　εこ　　呂こ　　百こ

ちちちちちち
わわわわわわ

土
さ
ん

虫
さ
ん

は
っ
ぱ
さ
ん

か
れ
は
さ
ん

花
さ
ん

（
川
島
き
ょ
う
子
）

　
児
童
作
品
の
な
か
か
ち
、
平
均
的
な
作
品
を
選
ん
で
紹
介
し
た
。
平
凡
な
作
品

の
よ
う
に
兄
え
る
が
、
異
化
の
世
界
を
う
ま
く
描
い
て
い
る
。
「
へ
び
い
ち
の
す
け
」

に
な
り
き
っ
て
、
語
者
の
感
触
を
、
女
の
子
ら
し
く
書
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、

作
品
を
書
い
て
い
る
時
間
は
、
作
者
は
「
へ
び
い
ち
の
す
け
」
で
あ
る
。
異
質
の

語
者
に
、
自
分
を
置
き
換
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
作
者
（
川
島
き
ょ
う
子
）
と

は
全
く
違
う
、
異
質
の
語
者
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
「
ど
の
子
も
喜

ん
で
書
い
た
」
と
い
う
。
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
こ
と
の
喜
ぴ
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
つ
づ
く
③
は
、
い
よ
い
よ
自
分
の
「
の
は
ら
う
た
」
を
創
作
し
、
詩
集
『
ぼ
く

の
、
わ
た
し
の
「
の
は
ら
う
た
」
』
を
作
る
段
階
で
あ
る
。
で
き
あ
が
っ
た
詩
集
に

は
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
の
っ
て
い
る
。

し
ぜ
ん
の
音

ど
ん
な
小
さ
な
音
で
も

・
つ
さ
ぎ

ミ
ミ
（
川
島
き
ょ
う
子
）
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ど
ん
な
小
さ
な
声
で
も

耳
が
大
き
い
わ
た
し
に
は
聞
こ
え
る

の
は
ら
の
草
が
お
語
し
て
る

あ
の
ね

あ
の
ね

わ
た
し
に
は
聞
こ
え
る

葉
っ
ぱ
の
音

サ
ラ
…
サ
ラ
サ
ラ
…

わ
た
し
に
は
　
な
ん
で
も
聞
こ
え
る
。

　
き
こ
え
る
よ
　
　
　
　
　
　
魚
ち
ょ
ろ
り

ほ
く
　
ち
ょ
ろ
り

ぼ
く
は
毎
日
水
の
中
に
い
る

気
も
ち
い
い
よ

水
の
音
や
　
い
ろ
ん
な
音

き
こ
え
る
よ

青
い
空
か
ら
も
き
こ
え
る
よ

太
陽
も
　
友
だ
ち
だ
よ

風
み
つ
る
く
ん
の
声
も
　
き
こ
え
る
よ

あ
め
ん
ぼ
も
　
友
だ
ち
さ

友
だ
ち
の
声
が
　
い
っ
ぱ
い
き
こ
え
る

み
ん
な
友
だ
ち
さ

（
藤
木
み
ぐ
み
）

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）

　
文
集
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
も
平
均
的
な
作
品
を
選
ん
で
紹
介
し
た
。
二
編
と
も

女
子
の
作
晶
で
あ
る
が
、
前
者
の
語
者
は
女
の
子
、
後
者
の
語
者
は
男
の
子
が
選

ば
れ
て
い
る
。
後
者
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
「
ボ
ク
　
カ
ラ
ス
」
（
ク
ラ

ヤ
ミ
　
ガ
ラ
ス
国
中
村
け
い
子
）
「
ダ
ン
ス
」
（
う
さ
ぎ
　
ぴ
ょ
ん
た
。
南
真
理
）

「
く
り
」
（
り
す
　
り
ょ
う
た
・
島
あ
い
）
な
ど
が
あ
る
。
男
の
子
・
女
の
子
と
い

う
性
差
を
、
子
ど
も
た
ち
は
、
語
者
の
選
択
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
「
語
者
」
を
意
識
さ
せ
る
授
業
で
な
く
て
は
、
こ
の
よ
う
な
異
化
の
現
象
は

お
こ
ら
な
い
。

　
文
集
の
作
晶
に
つ
い
て
、
授
業
者
は
「
金
員
の
子
ど
も
が
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

が
、
詩
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
述
べ
て
、
作
品
評
価
に
不
安
げ
で
あ
っ
た
。

私
は
、
作
晶
に
対
す
る
評
価
を
、
い
い
詩
か
ど
う
か
（
完
成
度
）
よ
り
、
そ
の
子

に
と
っ
て
、
表
現
行
為
が
充
実
し
て
い
た
か
ど
う
か
（
充
実
度
）
を
重
視
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
作
者
は
、
兎
に
な
っ
て
、
兎
の
耳
に
聞
こ
え
る
世
界
を
書

い
て
い
る
。
魚
に
な
っ
て
、
魚
で
し
か
感
じ
え
な
い
世
界
を
描
い
て
い
る
。
詩
を

書
く
こ
と
で
、
「
も
う
一
人
の
自
分
」
に
な
り
き
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
「
充
実

度
」
を
、
評
価
の
観
点
と
み
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
　
ほ
か
に
、
「
わ

た
し
の
川
ー
メ
ダ
カ
ス
イ
コ
」
「
木
の
中
1
か
ぷ
と
太
郎
」
「
一
年
一
年
－
木
の
い

ち
じ
ろ
う
」
「
自
由
1
の
ら
い
ぬ
こ
ろ
の
す
け
」
な
ど
、
題
と
作
者
名
も
、
よ
く
考

え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
授
業
は
、
い
わ
ば
「
異
化
の
世
界
へ
」
と
い
う
実
践
で
あ

る
。
「
の
は
ら
の
一
人
」
に
な
り
き
っ
て
、
そ
の
「
視
角
」
で
も
の
を
見
て
い
く
。

そ
の
「
視
角
」
で
兄
え
た
こ
と
を
「
詩
で
書
く
」
、
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
異
質
の

語
者
を
設
定
し
、
異
化
の
世
界
を
作
り
だ
す
、
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
実
践
は
、

典
型
的
な
「
異
　
異
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
で
あ
る
。
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詩
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（
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（
足
立
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〔
中
学
校
の
授
業
モ
デ
ル
〕

　
次
に
、
『
の
は
ら
う
た
』
を
教
材
と
し
た
二
つ
め
の
例
と
し
て
、
牛
山
恵
の
中
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

校
（
一
年
生
）
の
実
践
例
を
取
り
上
げ
る
。

　
授
業
者
が
こ
の
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
「
わ
か
り
や

す
さ
」
「
親
し
み
や
す
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
期
読
と
創
作
の
教
材
と
し
て
使

用
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
詩
は
、
小
学
校
低
学
年
で
も
学
習

で
き
る
よ
う
な
教
材
で
あ
る
。
読
む
こ
と
の
抵
抗
感
が
ほ
と
ん
ど
な
い
作
晶
ば
か

り
な
の
で
、
声
を
出
す
学
習
に
は
適
当
で
あ
る
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
授
業

者
が
「
声
を
出
す
」
こ
と
を
重
視
す
る
の
は
、
中
学
生
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
現
状
を
「
声
を
出
す
こ
と
が
楽
し
い
と

感
じ
ら
れ
て
、
同
時
に
自
分
を
表
現
す
る
こ
と
も
楽
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
学
習
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
課
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
「
断
絶
」
を
ど
う
克
服
す
る
か
、
と
い
う
課
題
を
も
っ
中
学
校

一
国
語
科
教
育
の
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
実
践
課
題
で
あ
る
。

　
授
業
プ
ラ
ン
は
、
次
ル
と
お
り
で
あ
る
。

①
「
の
は
ら
う
た
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
作
者
の
個
性
を
考
え
な
が
ら
期
読
す
る
、

②
自
分
も
「
の
は
ら
村
」
の
住
人
に
な
っ
て
、
名
前
を
つ
け
、
自
分
の
た
め

　
の
う
た
を
作
る
。

③
自
分
の
う
た
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
作
っ
た
う
た
か
、
説
明
の
文
章
を
書

　
く
。

④
自
作
の
う
た
を
、
期
読
に
よ
っ
て
発
表
す
る
。

⑤
友
だ
ち
の
う
た
を
聞
い
て
、
感
想
を
交
流
す
る
。

⑥
友
だ
ち
の
う
た
で
、
気
に
い
っ
た
う
た
を
期
読
す
る
。

⑦
詩
集
「
た
る
ま
ち
の
の
は
ら
う
た
」
を
作
る
。

　
授
業
者
に
よ
る
と
、
詩
集
『
の
は
ら
う
た
』
か
ら
、
「
た
ん
ぼ
ぽ
は
る
か
一
か
ま

き
り
り
ゅ
う
じ
・
の
ぎ
く
み
ち
こ
・
け
や
き
だ
い
さ
く
」
の
作
晶
を
読
ん
だ
あ
と
、

「
あ
な
た
た
ち
も
『
の
は
ら
う
た
』
の
住
人
に
な
ろ
う
」
と
い
う
提
案
は
す
ぐ
に

受
け
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
。
次
に
、
「
住
人
と
し
て
、
名
前
を
つ
け
よ
う
」
と
い

う
提
案
も
お
も
し
ろ
が
ら
れ
た
。
「
そ
れ
じ
ゃ
、
自
分
も
う
た
を
う
た
っ
て
み
よ
う
」

と
い
う
提
案
は
、
大
歓
迎
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
予
想

し
て
い
た
よ
り
早
く
、
新
し
い
詩
が
生
ま
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
受

容
か
ら
創
作
へ
の
展
開
に
、
生
徒
た
ち
は
興
味
を
も
っ
て
参
加
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
詩
集
名
「
た
る
ま
ち
」
は
、
こ
の
中
学
校
の
あ
る
地
名
で
あ
る
。

　
こ
の
学
級
に
は
、
小
学
校
か
ら
の
申
し
送
り
に
「
か
ん
黙
」
（
絨
黙
－
口
を
閉
ざ

し
て
し
ゃ
べ
ら
な
い
生
徒
）
と
書
か
れ
て
い
た
生
徒
が
数
名
い
た
。
そ
し
て
、
中

学
校
に
入
学
後
の
最
初
の
単
元
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
授
業
者
は
、
こ
の
生
徒

た
ち
に
指
導
の
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。

　
こ
の
授
業
の
中
で
は
、
と
く
に
「
か
ん
黙
」
と
さ
れ
て
い
た
生
徒
を
意
識
し
て
、

次
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
一
年
の
学
年
に
は
、
各
学
級
に
二
人
か
ら
三
人
、
小
学
校
か
ら
「
か

ん
黙
」
と
書
か
れ
て
き
た
生
徒
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
徒
た
ち
に
と
っ

て
、
み
ん
な
の
前
で
期
読
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
困
難
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
た
め
の
配
慮
と
し
て
、
朗
読
発
表
前
の
全
体
指
導

を
か
な
り
徹
底
し
て
行
っ
た
。
具
体
的
に
い
う
と
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

／
ま
ず
、
声
を
出
し
て
読
む
練
習
の
ぺ
－
ス
に
乗
せ
て
し
ま
う
こ
と
。
冗
談
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を
ま
じ
え
た
り
、
ほ
め
た
り
し
て
指
導
し
な
が
ら
、
金
員
が
声
を
出
す
よ
う

に
し
む
け
る
。
次
に
男
女
別
あ
る
い
は
各
列
ご
と
に
競
争
さ
せ
た
り
し
な
が

ら
、
少
し
ず
っ
声
を
出
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
状
況
に
も
っ
て
い
く
。
さ

ら
に
、
声
を
出
す
人
数
を
し
ぽ
っ
て
い
っ
て
、
五
－
六
人
の
な
か
で
も
声
を

出
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
。
／
右
の
よ
う
な
練
習
に
よ
っ
て
、
「
か
ん
黙
」
と

さ
れ
て
い
た
生
徒
が
声
を
出
し
て
い
る
の
を
確
認
し
た
と
き
、
今
度
は
個
人

指
導
に
入
る
。
何
で
も
い
い
か
ら
、
そ
の
生
徒
の
良
い
点
を
ほ
め
る
の
で
あ

る
。
彼
ら
は
ど
う
し
て
も
声
が
小
さ
い
。
そ
こ
で
、
「
声
が
き
れ
い
だ
」
と
か

「
間
の
取
り
方
が
い
い
」
と
か
「
感
じ
が
出
て
い
る
」
と
か
、
自
信
が
つ
く

よ
う
に
ほ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
／
以
上
の
よ
う
な
練
習
が
功
を
奏
し
た
の
か
、

あ
る
い
は
中
学
生
に
な
っ
て
は
り
き
っ
て
い
た
か
ら
か
、
「
か
ん
黙
」
の
生
徒

も
含
め
て
全
員
、
み
ん
な
の
前
で
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
不
思
議
な
こ

と
に
、
「
か
ん
黙
」
の
生
徒
は
、
声
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
う
ち
に
、
だ

れ
も
が
顔
に
表
情
が
出
て
き
た
。
は
じ
め
の
う
ち
ビ
ク
と
も
し
な
い
無
表
情

だ
っ
た
の
に
、
う
っ
す
ら
笑
み
が
浮
か
ん
だ
。
そ
う
い
う
生
徒
た
ち
が
は
に

か
み
な
が
ら
、
あ
る
い
は
真
っ
赤
に
な
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
真
剣
そ
の
も

の
の
顔
で
期
読
発
表
を
終
え
た
と
き
、
私
は
正
直
に
言
っ
て
と
て
も
感
動
し

た
。
「
か
ん
黙
」
な
ど
と
、
め
っ
た
な
こ
と
で
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
。

　
詩
の
創
作
・
朗
読
の
指
導
に
よ
っ
て
、
「
か
ん
黙
」
の
生
徒
た
ち
の
閉
ざ
さ
れ
た

内
面
が
、
し
だ
い
に
ひ
ら
か
れ
て
い
く
様
子
が
、
く
わ
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

詩
の
創
作
と
期
読
は
、
国
語
科
に
固
有
の
教
科
内
容
で
あ
る
。
こ
の
指
導
に
は
、

国
語
科
の
教
科
内
容
を
と
お
し
て
生
活
指
導
に
対
す
る
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
語
科
の
授
業
で
あ
り
な
が
ら
、
「
か
ん
黙
」
の
生
徒
へ
の
み
ご
と
な
生
活
指
導
に

な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
指
導
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
生
徒
作
晶
が
生
ま
れ
て
い
る
。
授
業
者
の
批

評
と
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
。

も
り
の
な
か
　
　
　
　
の
う
さ
ぎ

あ
り
さ
（
A
子
）

も
り
の
な
か
は
／
ち
ょ
っ
と
く
ら
い

そ
う
お
も
う
の
／
で
も
ほ
ん
と
う
は

と
て
も
あ
か
る
く
て
／
た
の
し
い
と
こ
ろ
な
の

も
り
の
な
か
を
／
か
け
ま
わ
っ
て
い
る
と

い
ろ
ん
な
な
か
ま
に
／
あ
え
ま
す
よ

と
て
も
し
ず
か
で
／
い
い
と
こ
ろ
な
の

み
ん
な
も
ね
／
あ
そ
ぴ
に
お
い
で
よ
ね

　
こ
の
う
た
を
う
た
っ
た
A
子
は
、
小
学
校
か
ら
の
「
申
し
送
り
事
項
」
に

「
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
ず
問
題
あ
り
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

同
じ
よ
う
に
「
か
ん
黙
」
と
書
か
れ
て
い
た
B
子
と
親
し
く
な
り
、
兄
違
え

る
ほ
ど
明
る
く
な
っ
た
。
こ
の
作
品
か
ら
、
彼
女
の
中
学
校
に
対
す
る
不
安

や
、
友
だ
ち
を
兄
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
う
れ
し
さ
が
読
み
取
れ
る
。
「
こ
ん

な
気
持
ち
で
う
た
い
ま
し
た
」
の
と
こ
ろ
に
、
彼
女
は
「
明
る
く
読
む
」
と

三
回
も
書
い
て
い
た
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
新
し
い
環
境
で
本
来
の

自
分
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
様
子
が
兄
え
る
（
教
師
の
批
評
）
。

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
作
指
導

（
足
立
）
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さ
ん
ぽ

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）

こ
・
つ
さ
ぎ

よ
う
こ
（
B
子
）

は
る
の
あ
た
た
か
い
／
ひ
だ
ま
り
の
な
か

ひ
ろ
い
の
は
ら
で
／
わ
た
し
は

た
の
し
そ
う
に
／
と
び
は
ね
て
い
る

ま
る
で
／
お
と
ぎ
ば
な
し
の
／
せ
か
い
に
い
る
よ
う
だ
な
あ

い
つ
も
せ
ま
い
と
こ
ろ
に
／
い
れ
ら
れ
て
い
た
か
ら

じ
ゆ
う
に
あ
そ
べ
て
／
う
れ
し
い
な
あ

　
こ
れ
は
、
先
に
紹
介
し
た
A
子
と
友
だ
ち
に
な
っ
た
B
子
の
作
品
で
あ
る
。

彼
女
は
な
ぜ
「
か
ん
黙
」
と
さ
れ
た
の
か
不
思
議
な
く
ら
い
よ
く
語
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
「
せ
ま
い
所
か
ら
出
し
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
う
れ
し
い
感

じ
で
読
む
」
と
説
明
を
っ
け
て
い
る
が
、
こ
の
解
放
感
か
ら
す
る
と
、
声
が

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
時
は
、
さ
ぞ
つ
ら
か
っ
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
（
教
師
の

批
評
）
。

そ
ら
の
　
た
び
び
と

つ
ば
め
　
　
ふ
み
こ

わ
た
し
は
か
ぜ
に
の
っ
て
た
び
を
す
る

は
て
し
な
く
つ
づ
く
ひ
ろ
い
あ
お
ぞ
ら

あ
て
も
な
く
ど
こ
ま
で
も

わ
た
し
は
か
ぜ
に
の
っ
て
た
び
を
す
る

ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く
ひ
ろ
い
う
み
を
こ
え
て

（
E
子
）

あ
て
も
な
く
ど
こ
ま
で
も

わ
た
し
は
か
ぜ
に
の
っ
て
た
び
を
す
る

み
ど
り
の
に
お
い
の
お
か
を
こ
え
て

あ
て
も
な
く
ど
こ
ま
で
も

な
が
れ
る
と
き
に
み
を
ま
か
せ
て

あ
て
も
な
く
ど
こ
ま
で
も

　
こ
の
作
晶
は
、
か
な
り
重
い
「
か
ん
黙
」
と
さ
れ
て
い
た
E
子
の
も
の
で

あ
る
。
E
子
は
、
声
は
小
さ
か
っ
た
が
、
明
瞭
な
発
音
と
適
当
な
間
で
、
こ

の
う
た
を
う
た
い
あ
げ
た
。
こ
の
作
晶
に
出
会
っ
た
と
き
、
は
じ
め
、
「
か
ん

黙
」
と
書
か
れ
て
き
た
生
徒
た
ち
に
対
し
て
、
な
ん
と
か
声
を
出
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
E
子
は
、
決
し
て
孤
独
で
は

な
い
。
自
分
自
身
の
世
界
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
世
界
で
こ
れ
ほ
ど
に
も
安

定
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
女
は
お
そ
ら
く
、
自
分
か
ら
積
極
的
に
人
に

働
き
か
け
よ
う
と
し
な
い
だ
け
で
、
外
界
と
隔
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
彼
女
の
あ
り
か
た
を
受
け
入
れ
て
や
る
こ
と
こ
そ
指
導
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
（
中
略
一
今
後
の
E
子
の
指
導
は
、
次
の
よ
う
に
行
う
つ
も
り

で
あ
る
。
ま
ず
、
も
の
を
書
く
の
が
好
き
な
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
創
作
活
動

を
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
で
き
る
だ
け
多
く
発
表
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
文
章
を
書
か
せ
る
。
こ
れ
ら
は

頻
繁
な
語
し
合
い
活
動
と
と
も
に
行
う
（
教
師
の
批
評
）
。

生
徒
作
品
は
、
「
語
者
」
の
設
定
に
よ
っ
て
、
中
学
生
ら
し
い
奥
の
深
い
内
面
世
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界
を
描
き
き
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
教
師
の
批
評
」
を
み
る
と
、
授
業
者
は
、
生

徒
作
晶
の
「
語
者
」
を
と
お
し
て
「
作
者
を
読
む
」
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
一

の
一
人
ひ
と
り
の
内
面
に
、
「
作
者
を
読
む
」
こ
と
で
寄
り
添
う
読
み
で
あ
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
「
読
み
」
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
徒
た
ち
は
、
「
の

は
ら
村
」
と
い
う
虚
構
の
世
界
に
お
い
て
、
作
者
と
異
な
る
「
語
者
」
を
設
定
し

て
創
作
し
て
い
る
◎
生
徒
が
設
定
し
た
の
は
、
虚
構
の
作
者
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
虚
構
の
世
界
か
ら
、
「
作
者
を
読
む
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
「
の
は
ら
村
」
は
、
生
徒
た
ち
の
間
接
的
な
自
己
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
虚
構

の
語
者
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
虚
構
の
語
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
の
ぴ

や
か
な
表
現
活
動
を
う
な
が
し
、
個
性
的
一
主
体
的
な
内
面
を
表
現
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
の
世
界
は
、
授
業
者
の
批
評
の
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
に

「
わ
か
る
」
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
授
業
は
、
詩
を
書
く
こ
と
で
異
質
の
「
語
者
」

を
設
定
し
、
「
異
化
の
世
界
」
を
創
造
す
る
。
そ
し
て
、
創
造
さ
れ
た
「
異
化
の
世

界
」
を
、
朗
読
に
よ
っ
て
表
現
す
る
、
と
い
う
実
践
で
あ
っ
た
。
創
作
さ
れ
た
作

晶
は
、
し
か
し
、
ほ
か
の
生
徒
た
ち
に
「
わ
か
る
」
と
い
う
詩
の
世
界
で
は
な
い
。

作
者
（
語
者
）
に
固
有
の
立
場
一
条
件
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
、
独
自
の
内
面

世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、
作
者
（
語
者
）
の
立
場
一
条
件
を
「
わ
か

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
深
い
と
こ
ろ
で
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
だ
け
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
異
化
作
用
の
つ
よ
い
作
晶
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
実
践
を
、
「
異
　
異
」
型
の
創
作
指
導
と
み
る
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
授
業
者
に
と
っ
て
、
ま
た
作
者
に
と
っ
て
、
「
ゆ
る
や
か
な

自
己
表
現
」
に
よ
っ
て
、
「
異
－
異
」
型
の
詩
の
世
界
を
作
り
だ
す
こ
と
の
意
義
が

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
実
践
も
ま
た
、
異
化
と
い
う
現
象
を
、
創
作
指
導

の
中
心
に
す
え
た
典
型
的
な
実
践
で
あ
る
。

　
研
究
の
ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
四
つ
の
タ
イ
プ
の
「
語
者
」
（
A
－
D
）
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を

生
か
し
た
実
践
例
を
、
創
作
指
導
の
授
業
モ
デ
ル
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
れ

ま
で
の
児
童
詩
研
究
に
お
い
て
、
創
作
指
導
の
授
業
モ
デ
ル
は
、
生
活
詩
と
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

的
児
童
詩
と
い
う
区
分
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
詩
教
育
の
研
究
に
お

い
て
、
「
語
者
－
読
者
」
の
関
係
に
よ
っ
て
、
A
－
D
の
四
つ
の
タ
イ
プ
の
創
作
指

導
を
構
想
す
る
こ
と
自
体
、
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
前
稿
「
語
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
1
受
容
指
導
」
で
考
察
し
た
、
詩
の

受
容
指
導
の
分
類
（
A
－
D
）
と
、
同
じ
観
点
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
詩
の
受

容
指
導
－
詩
の
創
作
指
導
の
関
連
的
な
授
業
研
究
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
点
で

も
、
従
来
の
詩
教
育
研
究
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
一
つ
の
新
し
い
提
案
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
詩
の
受
容
指
導
と
創
作
指
導
は
、
「
異
化
の

世
界
を
作
り
だ
す
詩
教
育
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
き
、
関
連
的
な
教
育
内
容

を
も
つ
こ
と
の
実
証
で
も
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
一
　
足
立
悦
男
「
語
者
論
と
詩
教
育
（
一
一
」
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
九
巻

　
一
九
九
五
。
同
「
語
者
論
と
詩
教
育
（
二
）
」
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
巻
　
一

　
九
九
六
、
を
参
照
。

（
2
）
　
山
際
鈴
子
「
一
時
間
じ
ゅ
う
遊
ん
だ
」
『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
』

　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
〇
、
所
収
。
こ
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
異
化
論
と
児

　
童
詩
教
育
－
山
際
鎗
子
氏
の
教
育
実
践
」
（
『
島
根
大
学
教
育
実
践
研
究
』
2
号
　
一
九
九
二

語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導

（
足
立
）
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語
者
論
と
詩
教
育
（
三
）
1
詩
の
創
乍
指
導
（
足
立
）

　
年
二
一
月
）
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
の
で
、
参
照
。

（
3
）
　
山
際
鎗
子
「
連
想
か
ら
始
め
よ
う
」
『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
』
教

　
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
〇
、
「
『
こ
と
ば
あ
そ
び
大
辞
典
』
を
作
ろ
う
」
「
『
な
ぞ
な
ぞ
あ

　
そ
び
』
っ
て
お
も
し
ろ
い
」
『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
n
』
教
育
出
版
セ

　
　
ン
タ
ー
　
一
九
九
五
、
ほ
か
参
照
。

（
4
）
　
江
口
季
好
「
鑑
賞
の
指
導
」
『
児
童
詩
教
育
入
門
』
百
合
出
版
　
一
九
六
八
、
所
収
の
実

　
践
。

（
5
）
　
調
べ
て
み
る
と
「
つ
く
し
が
　
で
た
」
と
い
う
作
品
は
、
当
時
、
学
校
図
書
一
年
の
教

　
科
書
教
材
で
あ
る
。
渋
谷
清
視
は
、
こ
の
作
晶
に
つ
い
て
、
「
幼
年
期
の
日
々
の
、
お
ど
ろ
き

　
や
よ
ろ
こ
び
が
、
す
な
お
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
作
晶
で
あ
る
」
と
、
評
価

　
し
て
い
る
（
「
小
学
校
1
－
2
年
の
詩
教
材
」
『
国
語
科
新
教
科
書
の
分
析
と
批
判
－
詩
教
材

　
編
』
明
治
図
書
　
一
九
七
一
）
。

（
6
）
　
赤
座
憲
久
『
雨
の
に
お
い
。
星
の
声
』
小
峰
書
店
　
一
九
八
七
、
所
収
。
赤
座
の
勤
務

　
し
て
い
た
盲
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
作
品
集
で
あ
る
。

（
7
）
　
植
原
桂
治
と
私
の
共
同
研
究
。
植
原
は
、
松
江
市
立
雑
賀
小
学
校
教
諭
。
一
九
九
四
年

　
二
月
四
日
、
4
年
2
組
で
の
授
業
で
あ
る
、
な
お
、
こ
の
実
践
は
、
足
立
悦
男
編
『
山
陰
国

　
語
』
創
刊
号
　
一
九
九
四
、
に
発
表
。
そ
の
跡
、
拙
稿
「
国
語
科
教
育
と
人
間
形
成
1
『
他

　
者
と
の
出
会
い
』
」
（
『
島
根
大
学
教
育
実
践
研
究
』
7
号
　
一
九
九
七
年
三
月
）
に
お
い
て
、

　
標
題
の
テ
ー
マ
か
ら
分
析
し
て
い
る
の
で
、
参
照
。

（
昌
）
　
赤
座
憲
久
『
目
の
見
え
ぬ
子
ら
』
岩
波
新
書
　
一
九
六
〇
。

（
9
）
山
形
英
二
「
作
文
に
お
け
る
視
点
の
問
題
」
『
虚
構
の
作
文
指
導
』
黎
明
書
房
　
一
九
七
八
、

　
所
収
。

（
1
0
）
　
足
立
悦
男
「
視
点
論
の
意
義
と
構
造
」
『
西
郷
文
芸
学
の
成
立
と
展
開
』
明
治
図
書
　
一

　
九
八
二
、
を
参
照
。

（
u
）
　
西
郷
竹
彦
「
「
文
学
の
世
界
」
『
教
師
の
た
め
の
文
芸
学
入
門
』
明
治
図
書
　
一
九
七
〇
。

（
1
2
）
　
西
郷
竹
彦
　
同
上
。

（
1
3
）
　
工
藤
直
子
「
『
の
は
ら
う
た
』
の
で
き
た
わ
け
」
『
の
は
ら
う
た
1
』
童
話
屋
　
一
九
八

　
四
。

（
1
4
）
　
射
場
康
枝
「
ぼ
く
の
、
わ
た
し
の
『
の
は
ら
う
た
』
」
。
私
の
主
催
す
る
大
阪
こ
と
ば
教

　
育
研
究
会
、
一
九
九
三
年
四
月
例
会
で
発
表
。
射
場
と
私
で
作
成
し
た
共
同
授
業
プ
ラ
ン
に

　
も
と
づ
く
実
践
研
究
で
あ
る
。
『
の
は
ら
う
た
』
の
語
者
に
注
目
し
て
、
「
詩
を
書
く
」
教
材

　
に
転
化
し
て
い
く
授
業
を
試
み
て
も
ら
っ
た
。
た
だ
し
、
『
の
は
ら
う
た
』
の
作
晶
は
使
わ
な

　
い
、
と
い
う
条
件
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
工
藤
作
品
の
模
倣
を
避
け
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
牛
山
恵
「
の
は
ら
村
の
住
人
に
な
っ
て
（
1
）
」
『
こ
と
ば
と
教
育
3
』
東
京
学
芸
大
学

　
こ
と
ば
と
教
育
の
会
　
一
九
九
三
。
こ
の
実
践
の
一
部
は
、
の
ち
に
、
牛
山
恵
『
「
逸
脱
」
の

　
国
語
教
育
』
東
洋
館
出
版
社
　
一
九
九
五
、
に
収
録
さ
れ
た
。

（
1
6
）
　
授
業
記
録
に
は
、
ほ
か
に
、
「
か
ん
黙
」
の
生
徒
で
は
な
い
が
、
「
ら
い
ば
る
」
（
く
わ
が

　
た
　
ご
ろ
う
／
C
男
）
「
っ
ち
」
（
み
み
ず
　
り
ょ
う
／
D
男
）
「
ぼ
く
は
お
と
こ
ぜ
」
（
ば
っ

　
た
　
り
ゅ
う
じ
／
F
男
一
な
ど
の
作
品
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い

　
て
、
牛
山
は
「
競
争
へ
の
闘
志
」
「
暗
い
自
意
識
」
「
男
ら
し
さ
へ
の
憧
れ
」
と
批
評
し
て
い

　
る
。
中
学
生
の
内
面
世
界
に
、
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
っ
た
批
評
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
弥
吉
菅
一
『
子
ど
も
ポ
ェ
ム
の
展
開
史
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
六
）
は
、

　
「
生
活
詩
の
時
代
」
「
主
体
的
児
童
詩
の
時
代
」
と
い
う
分
類
（
区
分
）
を
し
て
い
て
、
児
童

　
詩
教
育
研
究
に
お
け
る
定
説
と
な
っ
て
い
る
。


