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島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
）
第
三
十
九
巻
　
二
十
六
頁
〜
三
十
七
頁
　
平
成
十
八
年
二
月

異
化
の
詩
教
育
学

―
こ
と
ば
型
の
受
容
指
導

足
　
立
　
悦
　
男

要
旨

本
研
究
は
「
異
化
の
詩
教
育
学
」
と
い
う
仮
説
的
な
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
稿
「
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
34

巻
）
で
提
示
し
た
教
材
類
型
の
中
で
、「
こ
と
ば
型
」
の
詩
を
教
材
化
し
た
と
き
の
授
業
モ
デ
ル
（
受
容
指
導
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
と
ば
型
の
詩
と
は
、「
こ
と
ば
」
を

対
象
と
し
て
異
化
の
現
象
を
作
り
出
す
作
品
で
あ
り
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
は
そ
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
は
こ
れ
ま
で
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
あ
っ
て
「
あ
そ
び
の
詩
」
と
み
な
さ
れ
、
詩
と
し
て
軽
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
教
材

価
値
の
発
掘
と
、
そ
の
指
導
法
の
開
発
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
は
、
こ
と
ば
を
対
象
と
し
た
異
化
作
用
の
き
わ
め
て
強
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ

り
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
詩
に
は
み
ら
れ
な
い
、
詩
教
育
と
し
て
の
独
自
の
教
育
内
容
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
の
す
ぐ
れ

た
実
践
を
通
し
て
、「
こ
と
ば
」
型
の
詩
の
教
材
と
し
て
の
魅
力
と
そ
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
異
化
　
こ
と
ば
型
の
詩
　
受
容
指
導
】

１
　
「
音
あ
そ
び
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
に
は
、「
音
あ
そ
び
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。「
音
あ
そ

び
」
の
詩
と
は
、
日
本
語
の
音
＝
記
号
を
表
現
対
象
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
音
＝
記
号
と

い
う
対
象
を
異
化
し
、
日
常
的
な
伝
達
の
言
語
機
能
と
は
異
な
る
世
界
を
作
り
出
し
た
作

品
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
そ
う
で
あ
る
（
詩
集
『
あ
た
し
の
あ
・
あ

な
た
の
ア
』
一
九
八
六
）。

あ
（
Ⅰ
）

谷
川
俊
太
郎
　
　
　
　
　
あ
（
Ⅱ
）

谷
川
俊
太
郎

ち
っ
ち
ゃ
な
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
く
ー
い
　
あ

お
お
き
い
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ー
い
　
あ

あ
た
し
の
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
め
ん
の
　
あ

あ
な
た
の
　
ア
！
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そ
ら
の
　
あ

か
な
し
い
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
っ
て
　
あ

た
の
し
い
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
っ
て
　
あ

あ
た
し
の
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
の
　
あ

あ
な
た
の
　
ア
！
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ま
の
　
あ

び
っ
く
り
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
し
の
　
あ

と
ぼ
け
て
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た
の
　
あ

あ
た
し
が
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
り
ば
ん
こ
に

あ
な
た
も
　
ア
！
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー
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あ
ー

い
っ
し
ょ
に
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

ひ
と
り
で
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

あ
な
た
と
　
ア
！
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
っ
て
ゆ
く
よ

か
わ
り
ば
ん
こ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ト
カ
ー
が

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

ア
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ー

「
音
あ
そ
び
」
の
代
表
的
な
作
品
で
と
い
え
る
（
１
）。

こ
の
作
品
は
ひ
ら
が
な
の
「
あ
」
と

い
う
音
を
日
常
的
な
記
号
の
機
能
か
ら
逸
脱
さ
せ
て
、「
あ
」
と
い
う
記
号
に
豊
か
な
感

情
表
情
を
作
り
出
し
て
い
る
。「
あ
」
と
い
う
記
号
に
意
味
的
・
イ
メ
ー
ジ
的
な
変
容
を

も
た
ら
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
意
味
の
変
容
を
音
読
で
楽
し
む
典
型
的
な

「
音
あ
そ
び
」
型
の
詩
で
あ
る
。

波
瀬
満
子
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、「
あ
」（
Ⅰ
）
の
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
実
践

プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
（
２
）。

長
く
伸
ば
し
て
「
あ
〜
」、
こ
ま
切
れ
に
「
あ
ッ
、
あ
ッ
、
あ
ッ
、
あ
ッ
」
大
き
な

声
や
小
さ
な
声
で
言
っ
た
り
、「
あ
〜
〜
」
と
揺
ら
し
た
り
、「
あ
」
一
音
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、「
あ
」（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
は
、「
た
か
ひ
く
あ
そ
び
」
を
考
案
し
、
次
の
よ
う
な

実
践
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
位
置
関
係
に
よ
っ
て
、
声
の
高
低
を
使
い
わ
け
ま
し
ょ
う
。
先
生
が
「
お
そ
ら

の
　
あ
」
と
言
う
と
き
に
は
、
空
に
向
か
っ
て
ひ
と
さ
し
指
を
伸
ば
し
、「
じ
め
ん
の

あ
」
の
と
き
に
は
、
指
を
下
に
向
け
な
が
ら
し
ゃ
が
ん
で
い
く
と
、
子
ど
も
は
そ
れ
に
つ

れ
て
、
高
音
・
低
音
の
発
声
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
大
き
い
も
の
と
小
さ
い
も
の
の
と
り
あ
わ
せ
や
、
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
も
高
低
が
楽
し
め
ま
す
。

お
す
も
う
さ
ん
の
　
あ
（
低
）

こ
び
と
の
　
あ
（
高
）

ブ
ル
ド
ッ
ク
の
　
あ
（
低
）

カ
ナ
リ
ア
の
　
あ
（
高
）

楽
器
を
使
っ
て
、
音
階
で
高
低
を
確
か
め
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
あ
」（
Ⅱ
）
の
詩
を
使
っ
て
多
様
で
豊
か
な
表
現
活
動
を
引
き
だ
そ
う
と
す
る
指
導
プ

ラ
ン
で
あ
り
、「
あ
」
と
い
う
記
号
の
表
現
と
し
て
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
引
き
だ
そ
う

と
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
内
面
か
ら
生
ま
れ
る
「
音
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
作
り
出
す
実

践
で
あ
る
。「
あ
」
と
い
う
記
号
の
生
み
出
す
異
化
現
象
を
う
ま
く
引
き
出
そ
う
と
し
た

実
践
と
い
え
る
。

「
あ
」
と
い
う
記
号
は
、
ひ
ら
が
な
五
十
音
の
最
初
の
文
字
で
あ
り
、
日
本
語
の
ひ
ら

が
な
学
習
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
記
号
文
字
で
あ
る
。
入
門
記
の
文
字
指
導
で
は
、「
あ
」

と
正
確
に
読
め
て
、「
あ
」
と
正
確
に
書
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、「
あ
お
い
」

「
あ
か
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
日
本
語
を
構
成
す
る
語
彙
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
指
導
す

る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
の
入
門
的
な
語
彙
指
導
と
し

て
で
あ
る
。

そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
波
瀬
ら
の
「
あ
」（
Ⅰ
）「
あ
」（
Ⅱ
）
の
指
導
プ
ラ
ン
は
、
ず

い
ぶ
ん
と
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
の
指
導
が
文
字
の
正
確
な
理
解

に
重
点
を
お
く
理
解
学
習
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
波
瀬
ら
の
指
導
プ
ラ
ン
は
、「
音
あ
そ

び
」
の
創
造
的
な
世
界
を
作
り
出
す
表
現
学
習
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
「
豊
か
な
こ
と

ば
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
全
身
で
楽
し
む
よ
う
に
工
夫
し
て
あ
る
。

谷
川
俊
太
郎
詩
集
『
あ
た
し
の
あ
・
あ
な
た
の
ア
』（
一
九
八
六
）
は
、
も
と
も
と
重

度
の
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
言
語
学
習
（
言
語
治
療
）
の
目
的
で
創
作
さ
れ
た
詩

集
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
重
い
障
害
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
し
た
す
ぐ
れ
た
実
践

も
、
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
小
笠
原
芳
枝
の
実
践
が
あ
る
（
３
）。

小
笠
原
は
、「
あ
」（
Ⅰ
）「
あ
」（
Ⅱ
）
の
指
導
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い

る
。

こ
れ
以
上
は
縮
ま
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
単
純
化
さ
れ
た
「
あ
」。
な
に
し

ろ
「
あ
」
一
音
で
い
い
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
音
は
、
ど
の
子
に
と
っ
て
も
、
も
っ
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と
も
出
し
や
す
い
音
で
す
。
口
を
あ
け
て
声
を
出
せ
ば
、「
あ
」
に
な
る
の
で
す
か
ら
。

そ
れ
で
い
て
、
こ
の
「
あ
」
だ
け
で
、「
う
れ
し
い
」
も
「
悲
し
い
」
も
「
び
っ
く
り
」

も
「
お
こ
っ
て
」
も
、
表
現
で
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
、「
ア
ー
」
と
長
く
の
ば

し
て
み
た
り
、
短
く
切
っ
て
「
ア
ッ
ア
ッ
ア
ッ
」
と
い
っ
て
み
た
り
、
高
く
し
た
り
低

く
し
た
り
、
波
の
よ
う
に
ゆ
ら
し
て
み
た
り
…
声
だ
け
で
、
ど
の
よ
う
に
も
変
化
さ
せ

て
あ
そ
べ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
あ
」
さ
え
だ
せ
れ
ば
、
多
く
の
こ
と
を
表
現
で
き
、
い
ろ
い
ろ
と

あ
そ
べ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
音
が
出
せ
る
の
に
表
現
に
自
信

の
な
い
子
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
あ
」
は
理
屈
ぬ
き
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
笠
原
の
実
践
は
、
谷
川
の
作
品
「
あ
」（
Ⅰ
）「
あ
」（
Ⅱ
）
が
、
障
害
児
童
の
こ
と

ば
を
拓
く
た
め
の
有
力
な
教
材
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
、
自
分
た
ち
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
想
像
力
を
十
二
分
に
活
用
し
て
「
音
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
学
習
に
お
い
て
、「
あ
」
と
い
う
一

音
に
、
自
分
た
ち
の
表
情
と
同
じ
よ
う
な
豊
か
な
表
情
の
あ
る
こ
と
を
体
験
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
谷
川
の
作
品
「
あ
」（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
は
、「
音
あ
そ
び
」
の
詩

と
し
て
、
実
に
豊
か
な
教
育
内
容
を
も
っ
て
い
る
。「
音
あ
そ
び
」
の
詩
は
、
意
味
を
伝

達
す
る
と
い
う
言
語
機
能
で
は
な
く
、
音
声
に
よ
る
表
現
活
動
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の

想
像
力
を
解
放
し
て
い
く
言
語
機
能
を
も
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

か
つ
て
、
谷
川
俊
太
郎
は
、『
に
ほ
ん
ご
』（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
「
文
部
省
の
学
習

指
導
要
領
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
小
学
校
一
年
生
の
た
め
の
国
語
教
科
書
」（
あ
と
が
き
）

を
編
集
し
た
こ
と
が
あ
る
。『
に
ほ
ん
ご
』
に
は
、
多
く
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
が
単
元

化
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ね
ら
い
と
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
（
４
）。言

語
を
知
識
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
と
他
人
と
の
間
の
関
係
を
つ
く
る
行
動

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ま
ず
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
と
ば
の
意
味
伝
達
、

感
情
表
出
の
は
た
ら
き
と
同
時
に
、
意
味
や
音
韻
面
で
の
遊
び
の
要
素
を
無
視
で
き
ま

せ
ん
。
こ
と
ば
の
豊
か
さ
を
ま
る
ご
と
と
ら
え
る
こ
と
、
こ
と
ば
は
口
先
だ
け
の
も
の

で
も
、
文
字
づ
ら
だ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
全
身
心
を
あ
げ
て
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
指
摘
は
、
波
瀬
や
小
笠
原
の
実
践
の
解
説
に
も
な
っ
て
い
る
。「
こ
と
ば
の
豊
か

さ
を
ま
る
ご
と
と
ら
え
る
こ
と
、
…
全
身
心
を
あ
げ
て
か
か
わ
る
も
の
だ
」
と
い
う
指
摘

は
、
先
ほ
ど
の
実
践
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
谷
川
の
主
張
は
、
意
味
伝
達
、
感
情
表
出
の

機
能
の
他
に
、
こ
と
ば
の
「
意
味
や
音
韻
面
で
の
遊
び
の
要
素
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ

れ
は
「
音
あ
そ
び
」
を
ふ
く
む
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
で
あ

り
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
に
固
有
の
教
材
価
値
に
つ
い
て
の
提
言
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ま
で
の
実
用
的
、
機
能
的
な
言
語
教
育
観
に
大
き
な
反
省
を
迫
る
よ

う
な
提
言
で
も
あ
っ
た
。

か
な
し
い
　
あ

た
の
し
い
　
あ

じ
め
ん
の
　
あ

お
そ
ら
の
　
あ

た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
」
の
音
に
、「
正
し
い
読
み
方
」
と
い
う
も
の
は
な
い
。

「
か
な
し
い
」
と
い
う
感
情
、「
た
の
し
い
」
と
い
う
感
情
、
あ
る
い
は
、「
じ
め
ん
」
や

「
お
そ
ら
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
「
あ
」
と
発
声
す
る
。
そ
れ
こ
そ
「
ま
る
ご
と
…
全
身
心

を
あ
げ
て
」
発
声
す
る
。
そ
の
と
き
、「
あ
」
と
い
う
文
字
に
、
豊
か
な
表
情
が
生
ま
れ

て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
な
り
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
で
せ
い
い
っ
ぱ
い

発
声
す
る
、
と
い
う
充
足
感
と
達
成
感
を
と
も
な
う
表
現
行
為
に
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の

詩
」
の
表
現
教
育
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。

谷
川
俊
太
郎
詩
集
『
あ
た
し
の
あ
　
あ
な
た
の
ア
』（
一
九
八
六
）
の
帯
文
に
は
、「
文

字
に
も
手
が
あ
る
、
息
が
あ
る
、
声
が
あ
る
、
か
ら
だ
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一

言
で
い
え
ば
、「
か
ら
だ
と
し
て
の
こ
と
ば
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
「
こ

と
ば
の
教
育
」
に
は
、
そ
の
根
底
に
こ
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

「
こ
と
ば
」
型
の
詩
の
表
現
教
材
と
し
て
の
教
材
開
発
と
実
践
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
波
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瀬
や
小
笠
原
ら
の
実
践
は
、
そ
の
た
め
の
実
験
的
な
授
業
研
究
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い

る
。私

の
主
催
し
て
い
た
研
究
会
（
大
阪
こ
と
ば
教
育
研
究
会
）
で
は
、
一
九
八
七
年
度
に
、

「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
の
受
容
・
創
作
指
導
の
研
究
に
取
り
く
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
み
て
き
た
よ
う
な
谷
川
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
も
教
材
化
し
て
み
た
。
そ
の
結

果
、
子
ど
も
た
ち
の
表
現
活
動
に
は
あ
る
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
共
同
研
究
者
の
小
林
武
は
、

「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
を
使
っ
た
表
現
活
動
の
特
徴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て

い
る
（
５
）。な

ぜ
、
こ
の
よ
う
な
ナ
ン
セ
ン
ス
の
詩
が
、
子
ど
も
の
心
を
打
つ
の
だ
ろ
う
か
。
子

ど
も
た
ち
の
表
情
や
動
作
を
観
察
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
思
い
あ
た
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
日
頃
の
授
業
で
の
よ
う
な
構
え
が
な
い
。
こ
だ
わ
っ
た
り
気
に
か
け
た
り
重
荷

を
感
じ
た
り
す
る
必
要
が
な
い
。
自
由
に
自
分
な
り
の
世
界
で
の
び
の
び
と
音
読
す
れ

ば
よ
い
。
自
分
な
り
の
楽
し
み
に
ひ
た
れ
ば
い
い
。
教
師
に
問
わ
れ
る
わ
け
で
も
、
正

解
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ぎ
に
、
想
像
す
る
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。
イ
メ

ー
ジ
が
ふ
く
ら
め
ば
、
か
ら
だ
は
自
然
に
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
太
古
的
と
も

い
え
る
言
葉
の
音
声
化
が
、
子
ど
も
た
ち
の
心
を
刺
激
し
、
言
葉
が
全
身
的
な
行
為
と

し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、「
太
古
的
と
も
い
え
る
言
葉
の
音
声
化
」
と
い
う
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。

「
音
声
化
」
と
は
音
声
表
現
に
よ
っ
て
「
音
イ
メ
ー
ジ
」
を
作
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
行
為
は
、「
太
古
的
と
も
い
え
る
」
よ
う
な
こ
と
ば
の
発
生
と
と
も
に
あ
っ
た

表
現
行
為
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
代
的
な
詩
人
の
試
み
が
、

深
い
と
こ
ろ
で
「
太
古
の
こ
と
ば
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
音
こ
と
ば
」

の
詩
に
よ
る
表
現
活
動
は
、「
日
本
語
の
根
源
」
に
と
ど
く
よ
う
な
「
音
イ
メ
ー
ジ
の
世

界
」
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
音
あ
そ
び
」
の
詩
に
内
在
す
る
、
教
材
と
し
て

の
独
自
の
教
育
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２
　
「
声
喩
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

次
に
、「
比
喩
」
型
の
詩
を
取
り
上
げ
る
。
比
喩
は
詩
の
こ
と
ば
を
代
表
す
る
表
現
法

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
比
喩
の
一
種
で
あ
る
声
喩
（
オ
ノ
マ
ト
ペ
）
を
大
胆
に
使
用

し
た
、「
声
喩
」
型
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
を
取
り
上
げ
る
。「
声
喩
」
型
の
詩
と
は
、

声
喩
を
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
の
表
現
方
法
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
取
り
上
げ
る
実
践
は
、

藤
原
鈴
子
（
文
芸
研
）
の
「
食
べ
も
の
」（
な
か
え
と
し
お
）
の
受
容
指
導
（
小
学
校
二

年
）
で
あ
る
（
６
）。

こ
の
詩
は
、「
も
こ
も
こ
　
さ
と
い
も
」「
ほ
こ
ほ
こ
　
さ
つ
ま
い
も
」
の
よ
う
に
、
声

喩
と
食
べ
物
を
組
み
合
わ
せ
た
詩
で
あ
る
。（
な
お
、
声
喩
は
生
活
実
感
と
深
く
関
連
す

る
の
で
、
教
材
化
の
と
き
に
子
ど
も
た
ち
の
理
解
を
考
え
て
、「
が
す
が
す
　
な
し
」「
ひ

り
ひ
り
　
し
ょ
う
が
」
な
ど
の
フ
レ
ー
ズ
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。）

こ
の
授
業
の
導
入
に
お
い
て
は
、
声
喩
の
部
分
を
隠
し
て
、
食
べ
物
の
名
前
だ
け
を
板

書
し
て
い
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
ん
な
食
べ
物
が
出
て
く
る
か
、
興
味
し
ん
し
ん
で

黒
板
を
見
て
い
た
。

さ
と
い
も
　
　
さ
つ
ま
い
も
　
　
だ
い
こ
ん
　
　
た
く
わ
ん
　
　
き
ゅ
う
り

ら
っ
き
ょ
う
　
　
う
ど
ん
　
　
こ
ん
に
ゃ
く
　
　
た
こ
　
　
は
く
さ
い

こ
う
め
　
　
と
ま
と
　
　
た
い
　
　
ふ
ろ
ふ
き
だ
い
こ
ん
　
　
ご
は
ん

板
書
が
終
わ
る
と
、
出
て
き
た
食
べ
物
が
話
題
と
な
っ
た
。「
こ
う
め
っ
て
、
何
？
」

「
さ
と
い
も
は
、
給
食
で
で
て
き
た
よ
」「
ふ
ろ
ふ
き
だ
い
こ
ん
っ
て
、
何
？
」
と
い
っ
た

よ
う
な
生
活
体
験
の
話
題
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
「（

）
さ
と
い

も
」「（

）
さ
つ
ま
い
も
」
と
、
上
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
子
ど
も
た
ち

は
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
次
の
段
階
で
は
、「
声
喩
と
の
出
会
い
」
が
演
出
さ
れ
た
（
７
）
。

﹇
声
喩
と
出
会
う
﹈

Ｔ
　
（
声
喩
を
、
順
番
を
か
え
て
板
書
す
る
。）

・
こ
り
こ
り
　
　
・
ぴ
ん
ぴ
ん
し
た
　
・
ぷ
り
ん
ぷ
り
ん
の
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・
し
こ
し
こ
　
　
・
し
ゃ
き
し
ゃ
き
　
・
ぼ
り
ぼ
り

・
ほ
こ
ほ
こ
　
　
・
ぱ
り
ぱ
り
　
　
　
・
も
こ
も
こ

・
か
り
か
り
　
　
・
く
る
ん
く
る
ん
　
・
ほ
か
ほ
か
の

・
あ
つ
あ
つ
の
　
・
は
り
は
り
　
　
　
・
つ
る
つ
る

Ｃ
　
（
子
ど
も
た
ち
は
、
楽
し
み
な
が
ら
読
ん
で
い
ま
す
。）

Ｔ
　
こ
う
い
う
ふ
う
な
「
音
」
を
表
し
た
言
葉
を
声
喩
と
い
い
ま
す
。（「
せ
い
ゆ
」

と
板
書
）

Ｔ
　
こ
こ
の
言
葉
（
声
喩
を
さ
し
て
）
が
出
て
く
る
食
べ
も
の
の
ど
こ
か
に
入
り
ま
す
。

入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
わ
け
」
も
考
え
て
ね
。

Ｃ
（
各
自
、
自
分
の
ノ
ー
ト
に
、
食
べ
も
の
の
名
前
を
書
い
た
部
分
を
写
し
、
考
え

ま
す
。）

Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
の
食
べ
も
の
が
簡
単
で
し
た
か
。

「
せ
い
ゆ
」（
声
喩
）
と
い
う
こ
と
ば
を
指
導
し
た
あ
と
、「
食
べ
も
の
」
の
下
に
、「
食

べ
も
の
」
に
合
っ
た
「
せ
い
ゆ
」
を
入
れ
て
い
く
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち

は
、「
ご
は
ん
　
ほ
か
ほ
か
／
わ
け
は
　
あ
っ
た
か
い
か
ら
　
で
き
た
て
だ
か
ら
」「
う
ど

ん
は
　
つ
る
つ
る
／
わ
け
は
　
す
べ
り
そ
う
だ
か
ら
」
と
か
、「
た
い
は
　
ぴ
ん
ぴ
ん
」

「
き
ゅ
う
り
は
　
ぼ
り
ぽ
り
」「
こ
ん
に
ゃ
く
は
　
む
ず
か
し
い
よ
「
こ
ん
に
ゃ
く
は
　
ぷ

り
ん
ぷ
り
ん
？
」
と
か
、「
こ
ん
に
ゃ
く
は
　
く
る
ん
く
る
ん
で
す
」
と
い
う
と
「
え
え

ー
！
　
な
ん
で
」
と
、
声
喩
に
対
し
て
興
味
し
ん
し
ん
で
あ
っ
た
。
食
べ
物
の
名
前
を
当

て
る
ク
イ
ズ
の
よ
う
な
展
開
で
子
ど
も
た
ち
を
引
き
つ
け
る
、
低
学
年
ら
し
い
授
業
風
景

で
あ
る
。

以
上
が
授
業
の
前
半
で
あ
っ
た
。
一
般
に
、
こ
の
作
品
の
指
導
で
は
、
こ
の
段
階
ま
で

の
よ
う
で
あ
る
。「
詩
を
味
わ
う
」
指
導
で
は
、
声
喩
を
理
解
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
を
お

く
の
で
、
こ
の
段
階
の
指
導
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
実
践
は
、
実
は
こ

の
あ
と
の
後
半
の
指
導
に
主
要
な
「
ね
ら
い
」
が
あ
っ
た
。
声
喩
と
は
日
本
語
の
ど
う
い

う
こ
と
ば
な
の
か
、
と
い
う
声
喩
の
働
き
に
つ
い
て
の
学
習
で
あ
る
。
授
業
の
後
半
は
、

以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

﹇
違
う
と
こ
ろ
は
？
﹈

Ｔ
　
な
ぜ
、
食
べ
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
に
音
が
違
う
の
で
し
ょ
う
。

Ｃ
　
だ
っ
て
、
物
に
よ
っ
て
、
音
は
違
う
か
ら
。

Ｃ
　
食
べ
方
が
違
う
か
ら
。

Ｃ
　
食
べ
方
に
よ
っ
て
、
み
ん
な
音
が
違
う
か
ら
。

Ｔ
　
も
し
、
全
部
同
じ
音
だ
っ
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。

Ｃ
　
変
で
す
。

Ｔ
　
そ
の
わ
け
を
言
っ
て
。

Ｃ
　
も
の
を
食
べ
た
よ
う
な
気
が
せ
ん
よ
う
に
な
る
け
え
（
な
る
か
ら
）。

Ｔ
　
大
事
な
こ
と
よ
。
食
べ
も
の
の
「
せ
い
ゆ
」
が
、
全
部
「
ほ
こ
ほ
こ
」
だ
っ
た
ら
、

ど
う
で
す
か
。

Ｃ
　
つ
ま
ら
ん
。

Ｃ
　
お
い
し
く
な
い
。

Ｃ
　
食
べ
た
気
が
し
な
い
。

Ｔ
　
そ
う
で
す
ね
。
食
べ
も
の
の
違
い
、
食
べ
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、「
せ
い
ゆ
」
が

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
き
ま
す
ね
。

﹇
同
じ
と
こ
ろ
は
？
﹈

Ｔ
　
で
は
、
音
は
全
部
違
う
け
ど
、
同
じ
と
こ
ろ
は
な
い
で
す
か
。

Ｃ
　
音
が
、
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
　
栄
養
が
あ
る
。

Ｔ
　
ど
の
食
べ
も
の
に
も
、
栄
養
が
あ
る
ね
。
栄
養
も
大
切
で
す
が
、
栄
養
以
外
に
同

じ
も
の
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

Ｃ
　
（
…
）

Ｔ
　
そ
れ
で
は
、「
ざ
ら
ざ
ら
」
さ
と
い
も
だ
っ
た
ら
、
ど
う
で
す
か
。

Ｃ
　
変
で
す
。
食
べ
る
気
に
な
ら
ん
。

Ｔ
　
「
も
こ
も
こ
」
さ
と
い
も
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
か
。

Ｃ
　
お
い
し
そ
う
。

Ｔ
　
「
ほ
こ
ほ
こ
」
さ
つ
ま
い
も
だ
っ
た
ら
？

Ｃ
　
お
い
し
そ
う
。
／
や
わ
ら
か
そ
う
で
、
お
い
し
そ
う
。

Ｔ
　
「
は
り
は
り
」
だ
い
こ
ん
は
？

Ｃ
　
歯
ご
た
え
が
あ
る
る

Ｔ
　
「
ぱ
り
ぱ
り
」
た
く
あ
ん
が
、「
も
こ
も
こ
」
た
く
あ
ん
だ
っ
た
ら
、
ど
う
で
す

か
。

Ｃ
　
食
べ
る
気
に
な
ら
ん
。

Ｔ
　
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
音
は
、
何
を
表
し
て
い
る
の
？
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Ｃ
　
食
べ
る
気
に
な
る
。
お
い
し
い
。

Ｃ
　
お
い
し
そ
う
。
食
べ
た
く
な
る
。

Ｔ
　
そ
う
ね
、
食
べ
た
く
な
る
よ
う
な
…
。

Ｃ
　
お
い
し
さ
。

Ｔ
　
お
い
し
さ
が
、
ど
の
「
せ
い
ゆ
」
に
も
あ
る
ね
。「
せ
い
ゆ
」
に
は
、
お
い
し
さ

が
類
比
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。（「
る
い
ひ
」
と
板
書
）

こ
の
実
践
は
、
文
芸
研
の
理
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
文
芸
研
理
論
の
「
対
比
」
と
「
類

比
」
と
い
う
認
識
方
法
を
応
用
し
て
、
声
喩
の
働
き
を
学
習
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
授

業
者
は
低
学
年
の
子
ど
も
に
わ
か
る
よ
う
に
、「
違
う
と
こ
ろ
は
？
」（
対
比
）「
同
じ
と

こ
ろ
は
？
」（
類
比
）
と
い
う
ふ
う
に
、「
と
ら
え
方
」
の
問
い
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
は
「
食
べ
も
の
」
に
よ
っ
て
「
せ
い
ゆ
」
は
違
う
ら
し
い
こ
と
、

ど
の
「
せ
い
ゆ
」
に
も
「
お
い
し
さ
」
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
学
ん
で
い
る
。
こ
の
作
品

の
声
喩
は
、「
食
べ
も
の
の
価
値
を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
文
芸
研
の
解
釈
を
ふ
ま
え
た

授
業
場
面
で
あ
る
（
８
）
。
声
喩
と
は
ど
う
い
う
働
き
を
す
る
こ
と
ば
な
の
か
、
と
い
う
日
本
語

表
現
法
の
学
習
で
あ
り
、
比
喩
の
学
習
が
低
学
年
に
お
い
て
こ
こ
ま
で
深
化
さ
れ
た
実

践
と
い
う
の
は
少
な
い
。

こ
の
授
業
は
、
最
後
に
、
次
の
よ
う
な
「
典
型
化
」
で
し
め
く
く
ら
れ
る
。「
典
型
化
」

も
ま
た
文
芸
研
に
独
自
の
授
業
論
で
あ
る
。
学
習
し
た
内
容
を
子
ど
も
の
生
活
現
実
に
返

し
て
い
く
指
導
で
あ
る
。

﹇
典
型
化
﹈

Ｔ
　
栄
養
は
、
食
べ
も
の
の
大
切
な
ね
う
ち
で
す
が
、
食
べ
も
の
に
は
、
も
う
一
つ
、

大
切
な
ね
う
ち
が
あ
り
ま
す
。
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

Ｃ
　
お
い
し
さ
。

Ｃ
　
食
べ
も
の
に
合
っ
た
お
い
し
さ
。

Ｔ
　
食
べ
も
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
も
ち
味
が
あ
る
か
ら
お
い
し
い
ん
で
す
ね
。

み
ん
な
も
、
一
人
ひ
と
り
違
う
も
ち
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
い
い
ん
で
す
ね
。
み
ん

な
同
じ
だ
っ
た
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
で
す
ね
。

最
後
に
、
み
ん
な
で
読
ん
で
終
り
に
し
ま
し
ょ
う
。

食
べ
も
の
　
　
　
　
な
か
え
　
と
し
お

も
こ
も
こ
　
さ
と
い
も

ほ
こ
ほ
こ
　
さ
つ
ま
い
も

は
り
は
り
　
だ
い
こ
ん

ぱ
り
ぱ
り
　
た
く
わ
ん

ぽ
り
ぽ
り
　
き
ゅ
う
り

か
り
か
り
　
ら
っ
き
ょ
う

つ
る
つ
る
　
う
ど
ん

く
る
ん
く
る
ん
　
こ
ん
に
ゃ
く

し
こ
し
こ
　
た
こ

し
ゃ
き
し
ゃ
き
　
は
く
さ
い

こ
り
こ
り
　
こ
う
め

ぷ
り
ん
ぷ
り
ん
の
　
と
ま
と

ぴ
ん
ぴ
ん
し
た
　
た
い

あ
つ
あ
つ
の
　
ふ
ろ
ふ
き
だ
い
こ
ん

ほ
か
ほ
か
の
　
ご
は
ん

こ
の
授
業
の
「
ま
と
め
」
の
場
面
で
あ
る
。「
み
ん
な
も
、
一
人
ひ
と
り
違
う
も
ち
味

を
も
っ
て
い
る
か
ら
い
い
ん
で
す
ね
」「
み
ん
な
同
じ
だ
っ
た
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
で

す
ね
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、「
典
型
化
」
の
場
面
で
あ
る
。
低
学
年
な
の
で
軽
く
ふ
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
作
品
の
受
容
に
と
ど
め
な
い
で
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
現
実
に
返
し
て
い

く
、
文
芸
研
の
授
業
理
論
を
ふ
ま
え
た
指
導
内
容
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
授
業
を
受
け
た
、
子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

﹇
お
わ
り
の
感
想
﹈

・
き
ょ
う
、
べ
ん
き
ょ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
せ
い
ゆ
で
す
。
音
で
も
の
の
か
ん
じ
を

あ
ら
わ
す
こ
と
で
す
。
さ
い
し
ょ
は
、
い
み
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
あ
と
か
ら
ど

ん
ど
ん
わ
か
っ
た
よ
。
と
も
だ
ち
の
い
け
ん
や
、
い
う
こ
と
を
き
い
て
、
さ
い
ご
に
わ

か
っ
た
よ
。
だ
れ
か
が
た
べ
て
る
音
だ
け
で
、
お
い
し
い
と
い
っ
た
よ
。（

や
す
ひ
ろ
）
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・
わ
た
し
は
、
き
ょ
う
、
し
の
べ
ん
き
ょ
う
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
た
べ
も
の
の
音

を
べ
ん
き
ょ
う
し
ま
し
た
。
も
こ
も
こ
と
か
、
ほ
こ
ほ
こ
と
か
、
あ
と
は
い
っ
ぱ
い
の

音
を
な
ら
い
ま
し
た
。
る
い
ひ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
い
し
さ
と
、
は
じ
め
て
し
り
ま

し
た
。
ね
う
ち
も
な
ら
い
ま
し
た
。（
ゆ
き
）

・
た
べ
も
の
は
、
お
な
じ
音
を
し
て
い
た
ら
、
す
ぐ
あ
き
る
し
、
一
つ
の
も
の
み
た
い

に
思
う
か
ら
、
い
ろ
ん
な
音
が
し
て
、
い
ろ
ん
な
あ
じ
が
し
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
た

べ
た
か
ん
じ
が
す
る
か
ら
、
い
ろ
ん
な
あ
じ
が
い
い
と
お
も
い
ま
し
た
。

（
け
ん
じ
）

・
た
べ
も
の
と
せ
い
ゆ
は
、
だ
い
じ
な
ん
だ
な
。
あ
わ
な
い
へ
ん
な
音
だ
と
、
た
べ
る

き
も
し
な
い
し
、
お
い
し
そ
う
に
も
み
え
な
い
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
、
ほ
ん
と
う
の
音
が

あ
っ
た
か
ら
い
い
ね
。
ち
ゃ
ん
と
音
が
つ
い
て
い
な
い
と
わ
か
ら
な
い
ね
。
た
べ
も
の

の
音
は
、
だ
い
じ
な
ん
だ
な
っ
て
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
。（
か
ず
み
）

子
ど
も
た
ち
の
受
容
反
応
を
み
る
と
、
声
喩
の
働
き
や
声
喩
の
効
果
に
つ
い
て
き
ち
ん

と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
せ
い
ゆ
」
と
は
「
音
で
も
の
の
か
ん
じ
を
あ
ら
わ

す
こ
と
で
す
」（
や
す
ひ
ろ
）、「
る
い
ひ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
い
し
さ
と
、
は
じ
め
て

し
り
ま
し
た
」（
ゆ
き
）
な
ど
の
感
想
は
、「
声
喩
」
型
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
を
楽
し

ん
だ
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、
声
喩
の
働
き
や
声
喩
の
効
果
に
も
興
味
を
も
っ
た
感
想

で
あ
る
。
声
喩
と
は
ど
う
い
う
こ
と
ば
か
、
と
い
う
授
業
後
半
の
ね
ら
い
は
、
子
ど
も
た

ち
に
的
確
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
実
践
を
、「
声
喩
」
型
の
「
こ
と
ば

あ
そ
び
詩
」
の
、
典
型
的
な
授
業
モ
デ
ル
と
み
る
理
由
で
あ
る
。

授
業
者
は
こ
の
授
業
を
ふ
り
か
え
っ
て
、「
こ
の
詩
は
、
声
喩
の
お
も
し
ろ
さ
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
た
ち
が
た
い
へ
ん
興
味
を
も
っ
て
の
っ
て
く
る
、
い
い
教
材
で
す
。
ま
た
、

一
人
一
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
も
ち
味
を
も
っ
て
、
学
級
で
活
躍
す
る
す
ば
ら
し
さ
を
教
え
る

意
味
で
も
、
年
度
初
め
の
学
級
づ
く
り
に
も
役
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
だ
と
思
い
ま

す
」
と
述
べ
て
い
る
。
詩
の
授
業
を
「
こ
と
ば
の
指
導
」
に
と
ど
め
な
い
で
、
学
級
経
営

や
生
活
指
導
の
見
通
し
を
も
っ
て
構
想
し
て
い
る
。「
声
喩
」
型
の
詩
が
、
音
声
表
現
に

よ
る
表
現
活
動
や
思
考
活
動
を
う
な
が
す
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

３
　
「
群
読
」
型
の
授
業
モ
デ
ル

次
に
、「
群
読
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
群
読
」
は
近
年
に
な
っ
て

開
発
さ
れ
た
教
育
法
で
あ
り
、
詩
の
世
界
に
斬
新
な
教
育
内
容
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た

音
読
法
で
あ
る
。
と
く
に
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
は
、
こ
の
群
読
の
開
発
に
よ
っ
て
大

き
く
そ
の
可
能
性
を
伸
ば
し
て
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
の
教

材
化
の
開
発
に
よ
っ
て
、
群
読
も
ま
た
そ
の
教
育
機
能
を
多
様
に
展
開
で
き
る
こ
と
に
も

な
っ
た
。「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
は
群
読
の
発
展
に
よ
っ
て
独
自
の
教
育
内
容
を
見
出

し
て
き
た
と
い
え
る
。

私
は
群
読
を
、「
協
同
的
な
音
声
表
現
活
動
に
よ
っ
て
異
化
の
現
象
を
作
り
だ
す
表
現

活
動
」
と
定
義
し
て
い
る
。「
こ
と
ば
」
型
の
詩
に
と
っ
て
群
読
は
、「
こ
と
ば
」
の
異
化

作
用
を
多
様
に
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
音
声
言
語
教
育
の
新
し
い
分
野
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
作
品
は
、
次
の
詩
で
あ
る
（
詩
集
『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
』
一
九

七
三
）。
群
読
の
登
場
に
よ
っ
て
注
目
を
浴
び
た
作
品
で
あ
る
。

か
っ
ぱ
　
　
　
谷
川
俊
太
郎

か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た

か
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た

と
っ
て
ち
っ
て
た

か
っ
ぱ
な
っ
ぱ
か
っ
た

か
っ
ぱ
な
っ
ぱ
い
っ
ぱ
か
っ
た

か
っ
て
き
っ
て
く
っ
た

こ
の
作
品
は
谷
川
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
」
の
代
表
作
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
音
読

教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
が
、
近
年
で
は
群
読
教
材
と
し
て
開
発
さ

れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
群
読
に
よ
る
実
践
例
を
二
つ
取
り
あ
げ
て
、
群
読
教
材
と
し
て
の

可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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ま
ず
、
鈴
木
清
隆
の
「『
か
っ
ぱ
』
の
輪
唱
」
と
い
う
実
践
を
取
り
上
げ
る
（
９
）。
鈴
木
は

多
く
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
の
授
業
プ
ラ
ン
を
開
発
し
て
き
た
実
践
家
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
鈴
木
の
群
読
プ
ラ
ン
は
、
以
下
の
よ
う
に
多
彩
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。

﹇
リ
レ
ー
式
の
群
読
﹈

Ｔ
　
（
模
造
紙
に
書
か
れ
た
「
か
っ
ぱ
」
を
黒
板
に
は
り
ま
す
。）
読
ん
で
ご
ら
ん
。

Ｃ
　
（
口
ぐ
ち
に
読
み
は
じ
め
る
。）

Ｔ
　
　
み
ん
な
で
読
ん
で
み
よ
う
。

Ｃ
　
（
ゆ
っ
く
り
と
、
た
ど
た
ど
し
く
読
む
。）

Ｔ
　
男
子
・
女
子
に
分
か
れ
て
、
一
行
ず
つ
リ
レ
ー
式
に
読
も
う
。

男
　
「
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た
」

女
　
「
か
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た
」

Ｔ
　
男
女
交
代
で
い
く
よ
。

女
　
「
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た
」

男
　
「
か
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た
」

第
一
段
階
は
、
男
子
・
女
子
に
分
か
れ
て
、
一
行
ず
つ
交
替
で
音
読
（
斉
読
）
す
る
、

と
い
う
リ
レ
ー
式
の
群
読
で
あ
る
。
群
読
へ
の
入
門
段
階
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
慣
れ

て
い
る
音
読
形
式
を
利
用
し
て
、
ま
ず
「
斉
読
」（
一
斉
読
み
）
か
ら
入
っ
て
い
る
。

次
の
段
階
で
は
、
少
し
工
夫
を
こ
ら
し
た
群
読
に
な
る
。

﹇
声
を
出
し
て
　
声
を
消
し
て
﹈

Ｔ
　
今
度
は
、
一
行
は
声
を
出
し
て
、
つ
ぎ
の
行
は
声
を
消
し
て
読
む
、
と
い
う
よ
う

に
、
一
行
ご
と
に
か
え
る
よ
。
み
ん
な
の
声
が
そ
ろ
う
か
ど
う
か
、
お
た
の
し
み
。

Ｃ
　
「
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た
／
…
…
…
…
…
／
と
っ
て
ち
っ
て
た
」

Ｔ
　
速
さ
を
だ
い
た
い
決
め
て
お
い
た
ほ
う
が
そ
ろ
う
ね
。
こ
の
く
ら
い
の
速
さ
で
読

ん
で
み
よ
う
。（
速
さ
を
決
め
て
あ
げ
る
。）
も
う
一
回
い
く
よ
。

Ｃ
　
（
ほ
と
ん
ど
、
そ
ろ
う
よ
う
に
な
る
。）

Ｔ
　
つ
ぎ
は
、
一
行
目
を
消
し
て
、
前
と
反
対
に
二
行
目
を
声
に
出
す
よ
。
い
く
よ
、

せ
ー
の
。

Ｃ
　
（
前
よ
り
ず
っ
と
や
り
や
す
そ
う
で
す
。）

第
二
段
階
は
、「
声
を
出
し
て
」「
声
を
消
し
て
」
と
い
う
群
読
法
で
あ
る
。「
斉
読
」

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
が
、「
声
を
消
し
て
読
む
」
と
こ
ろ
に
工
夫
が
み
ら
れ
る
。

私
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
実
践
研
究
を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、「
声
を
消
し
て
読
む
」
と
こ

ろ
で
教
室
に
緊
張
感
が
生
ま
れ
た
。「
声
を
消
し
て
斉
読
す
る
」
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
は
じ
め
て
の
音
読
経
験
で
あ
っ
た
。「
斉
読
」
は
声
を
出
し
て
音
読
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
習
慣
に
慣
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
鈴
木
の
開
発
し
た
ユ
ニ

ー
ク
な
群
読
法
で
あ
る
。

次
に
、「
カ
ノ
ン
」
式
の
群
読
指
導
法
に
移
っ
て
い
く
。「
カ
ノ
ン
」
と
は
、
聖
歌
の
歌

唱
法
の
一
つ
で
「
追
復
曲
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
音
楽
の
時
間
に
す
で

に
学
習
し
て
い
る
歌
唱
法
で
あ
る
が
、
伴
奏
し
て
く
れ
る
音
楽
は
な
く
、
自
ら
の
音
声
言

語
で
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
、
群
読
に
特
有
の
緊
張
感
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
場

面
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

﹇
カ
ノ
ン
式
の
群
読
﹈

Ｔ
　
つ
ぎ
は
、
右
側
の
人
が
読
ん
だ
あ
と
を
、
左
側
の
人
が
お
い
か
け
て
読
も
う
。
う

た
の
お
い
か
け
っ
こ
（
カ
ノ
ン
）
と
同
じ
や
り
方
で
す
。
ど
こ
か
ら
お
い
か
け
て
も

ら
お
う
か
な
。
と
り
あ
え
ず
、
右
側
の
人
が
一
行
目
が
終
っ
た
ら
、
左
側
の
人
が
読

み
は
じ
め
る
。
さ
あ
、
つ
ら
れ
て
、
ど
こ
読
ん
で
る
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
ほ
う

が
負
け
だ
ね
。
い
く
よ
。

Ｃ
　
（
読
み
お
え
る
と
、「
ワ
ー
ッ
」
と
歓
声
を
あ
げ
て
息
を
す
っ
て
い
ま
す
。）

Ｔ
　
ど
う
、
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。
右
と
左
を
逆
に
や
っ
て
み
よ
う
。
左
側
の
人
が
先
。

い
く
ぞ
ー
。
ど
う
ぞ
。

Ｃ
　
（
も
う
一
度
や
っ
て
み
る
。）

Ｔ
　
こ
う
い
う
の
、
で
き
る
か
な
。「
か
っ
ぱ
」
と
読
ん
だ
ら
、
す
ぐ
あ
と
の
人
が
お

い
か
け
て
読
む
。
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
、
つ
ら
れ
や
す
そ
う
だ
な
。
右
と
左
で
や
っ
て

み
よ
う
。
右
の
人
が
先
ね
、
ど
う
ぞ
。

Ｃ
　
（
自
分
た
ち
の
声
を
消
す
ま
い
と
力
ん
で
い
ま
す
。）

Ｔ
　
一
対
一
で
や
っ
て
み
よ
う
か
な
。
右
が
Ａ
さ
ん
。
左
が
Ｂ
さ
ん
。
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Ｃ
　
で
き
る
か
な
。

Ｃ
　
や
れ
る
よ
。
が
ん
ば
っ
て
。

Ｔ
　
こ
れ
は
、
勝
ち
負
け
を
競
う
と
い
う
よ
り
、
二
人
で
上
手
に
声
を
あ
わ
せ
ら
れ
る

か
が
、
た
い
せ
つ
だ
か
ら
ね
。
力
ま
な
く
て
い
い
よ
。

Ｃ
　
（
片
方
の
Ａ
さ
ん
が
目
で
合
図
を
し
て
、
い
よ
い
よ
は
じ
ま
り
ま
し
た
。）

Ｃ
　
う
ま
い
。（
二
人
の
声
が
山
に
な
り
谷
に
な
り
し
て
、
お
も
し
ろ
い
響
き
を
だ
し

て
く
れ
ま
す
。）

Ｔ
　
い
い
音
色
だ
っ
た
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
Ｋ
く
ん
と
Ｃ
さ
ん
。

Ｃ
　
ウ
ワ
ー
ッ
。（
Ｋ
く
ん
は
声
が
わ
り
を
し
て
低
い
声
で
す
。
Ｃ
さ
ん
は
高
い
声
の

持
ち
主
で
す
。
Ｋ
く
ん
が
真
剣
に
つ
い
て
い
く
の
で
、
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
ほ
か

の
子
ど
も
か
ら
拍
手
が
わ
き
ま
し
た
。）

Ｃ
　
や
り
た
い
、
や
り
た
い
。（
何
組
か
に
や
っ
て
も
ら
い
、
ま
わ
り
の
子
ど
も
た
ち

と
音
色
を
き
い
て
楽
し
み
ま
し
た
。）

Ｔ
　
三
人
で
や
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
。

Ｃ
　
や
る
、
や
る
。

Ｔ
　
（
音
が
は
っ
き
り
出
せ
そ
う
な
人
を
三
人
選
ん
で
）
か
っ
ぱ
、
か
っ
ぱ
、
か
っ
ぱ

と
前
の
人
に
つ
づ
け
て
、
す
ぐ
お
い
か
け
る
よ
。
速
さ
は
こ
の
く
ら
い
ね
。（
速
さ

を
決
め
て
あ
げ
ま
す
。）

Ｃ
　
（
ま
る
で
、
波
が
お
し
よ
せ
、
ひ
い
て
い
く
よ
う
な
響
き
で
、
こ
こ
ろ
よ
い
リ
ズ

ム
感
で
す
。）

Ｔ
　
い
い
な
あ
。
つ
ぎ
の
三
人
。

Ｃ
　
は
い
。
は
い
。
は
い
。（
途
中
で
消
え
て
し
ま
う
子
も
い
ま
す
が
、
ひ
と
り
ひ
と

り
の
声
の
感
じ
が
ち
が
っ
て
い
て
、
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。）

「
カ
ノ
ン
」
式
の
群
読
は
、
こ
の
授
業
プ
ラ
ン
の
最
大
の
演
出
で
あ
る
。
授
業
者
は

「
声
が
山
に
な
り
谷
に
な
り
し
て
、
お
も
し
ろ
い
響
き
を
だ
し
て
く
れ
ま
す
」「
ま
る
で
、

波
が
お
し
よ
せ
、
ひ
い
て
い
く
よ
う
な
響
き
で
、
こ
こ
ろ
よ
い
リ
ズ
ム
感
で
す
」
と
、
そ

の
様
子
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、「
い
い
音
色
だ
っ
た
ね
」「
音
色
を
き
い
て
楽
し
み
ま

し
た
」
と
、「
音
色
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
子
ど
も
た
ち
の
群
読
を
批
評
し
て
い
る
。「
音

色
」
と
は
楽
器
に
独
特
の
音
の
感
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
群
読
指
導
に
お
い
て
は
、
子
ど
も

に
独
特
の
音
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

「
カ
ノ
ン
」
式
の
群
読
は
、
群
読
に
「
重
ね
る
」
と
い
う
方
法
を
導
入
し
、
お
互
い
に

協
力
し
て
音
声
表
現
を
作
り
だ
す
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
協
同
的
な
音
声
表
現
活
動
で

あ
り
な
が
ら
、
な
お
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
「
音
色
」
を
生
か
す
指
導
法
で
あ
る
こ
と

に
特
徴
が
あ
る
。
協
同
の
中
で
個
を
生
か
す
（
個
が
生
き
る
）
指
導
で
あ
り
、
協
同
的
な

表
現
活
動
の
中
に
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
居
場
所
を
確
保
し
て
い
く
教
育
活
動
と

い
え
る
。

鈴
木
清
隆
は
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
に
お
け
る
音
声
指
導
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る（10
）。

こ
と
ば
を
音
声
化
す
る
こ
と
で
、
こ
と
ば
の
未
知
の
世
界
に
踏
み
こ
む
。
こ
と
ば
と

遊
ぶ
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
の
内
面
世
界
が
表
出
さ
れ
る
。
そ
ん

な
一
つ
一
つ
の
体
験
が
、
こ
と
ば
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
基
礎
を
子
ど
も
の
な
か

に
養
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す

こ
の
考
え
は
「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
一
般
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
み

て
き
た
鈴
木
の
群
読
の
受
容
指
導
の
意
義
を
説
明
す
る
内
容
に
も
な
っ
て
い
る
。「
こ
と

ば
あ
そ
び
詩
」
の
受
容
指
導
が
、
子
ど
も
た
ち
を
「
未
知
の
世
界
」
に
誘
い
、「
自
分
の

内
面
世
界
を
表
出
す
る
」
表
現
活
動
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
表

現
活
動
は
、
国
語
科
教
育
の
「
基
礎
」
を
つ
く
る
表
現
教
育
で
も
あ
る
、
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
群
読
に
は
、
こ
の
よ
う
な
国
語
科
の
「
基
礎
づ
く
り
」
の
役
割
も
あ
る
。

次
に
、
高
橋
俊
三
の
群
読
指
導
プ
ラ
ン
を
取
り
上
げ
る（
11
）。
高
橋
俊
三
は
、
日
本
の
群
読

教
育
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
実
践
研
究
者
で
あ
る
。
高
橋
は
「
か
っ
ぱ
」
に
つ
い
て
、
二
つ

の
群
読
プ
ラ
ン
を
発
表
し
て
い
る
。「
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
読
み
方
」
と
「
声
を
和
す
る

読
み
方
」
の
二
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
プ
ラ
ン
も
、
群
読
指
導
の
基
本
を
ふ
ま
え
た
、
す

ぐ
れ
た
授
業
プ
ラ
ン
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
の
「
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
読
み
方
」
の
実
践
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
授
業

プ
ラ
ン
は
、
群
読
の
場
面
に
、
一
連
の
「
ら
っ
ぱ
」、
二
連
の
「
な
っ
ぱ
」
を
「
Ｂ
Ｇ
Ｍ

の
よ
う
に
」
重
ね
て
い
く
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
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こ
の
群
読
法
は
四
人
の
グ
ル
ー
プ
で
役
割
を
分
担
す
る
。
仮
に
男
子
の
読
み
手
を
Ａ
と

Ｂ
、
女
子
の
読
み
手
を
ａ
と
ｂ
と
す
る
と
、
Ａ
と
Ｂ
は
一
連
と
二
連
の
本
文
の
音
読
、
ａ

は
一
連
の
「
ら
っ
ぱ
」、
ｂ
は
二
連
の
「
な
っ
ぱ
」
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
リ
ズ
ム
を
刻
む
、

と
い
う
よ
う
に
役
割
を
分
担
す
る
。
そ
し
て
Ａ
が
「
か
っ
ぱ
」
と
題
を
言
っ
た
ら
、
ｂ
が

低
く
小
さ
い
声
か
ら
だ
ん
だ
ん
高
く
大
き
な
声
へ
と
、「
ら
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
…
」
と

繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
の
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
、
Ａ
が
一
連
を
読
む
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

二
連
も
同
じ
よ
う
に
群
読
す
る
。

役
割
分
担
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
役
割
を
担
当
し
、
固
有
の
役
割
を
演
じ
な
が
ら
協
力

す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
音
声
言
語
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
と
い
う
群
読
法
で
あ
る
。

群
読
に
お
い
て
は
、
役
割
を
分
担
し
つ
つ
協
同
的
な
作
品
に
仕
上
げ
て
い
く
と
こ
ろ
に
大

き
な
教
育
的
な
意
味
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
群
読
に
は
、
次
の
よ
う
な
高
度
な
ハ
ー
ド

ル
が
設
定
し
て
あ
っ
た
。

一
連
が
読
み
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ｂ
さ
ん
は
、
急
激
に
声
を
落
と
し
て
い
く
。
す
る

と
、
そ
れ
と
交
差
す
る
よ
う
に
、
今
度
は
Ｂ
君
が
、「
な
っ
ぱ
な
っ
ぱ
な
っ
ぱ
…
」
と

言
っ
て
い
く
の
だ
。
一
連
が
終
っ
た
ら
と
い
う
よ
り
は
、「
と
っ
て
ち
っ
て
た
」
の
あ

た
り
か
ら
言
い
始
め
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｂ
君
の
初
め
も
、
低
く
小
さ
な

声
な
の
で
、
一
連
の
読
み
の
邪
魔
に
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ａ
さ
ん
が
二
連
を
読
み
終
え
た
後
に
、
Ｂ
君
の
「
な
っ
ぱ
な
っ
ぱ
な
っ

ぱ
…
」
が
続
い
て
い
る
と
、
締
ま
り
が
悪
い
。
聞
い
て
い
る
ほ
う
で
も
、
拍
手
を
送
る

タ
イ
ミ
ン
グ
が
つ
か
め
な
い
。
そ
う
い
う
読
み
を
一
度
や
ら
せ
て
み
る
と
よ
い
。
何
か

欲
求
不
満
に
な
る
感
じ
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
二
連
の
終
り
で
Ｂ
君
も
ピ
タ
リ

と
止
め
、
次
に
四
人
全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て
、「
く
っ
た
！
」
と
短
く
鋭
く
言
う
の
だ
。

大
き
な
声
で
叫
ぶ
必
要
は
な
い
。
パ
チ
ッ
と
決
め
る
の
が
コ
ツ
だ
。
読
み
手
の
気
分
も

い
い
し
、
拍
手
も
く
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
肝
心
な
「
く
っ
た
！
」
が
人
と
合

わ
な
い
子
ど
も
が
い
る
。
そ
う
い
う
子
ど
も
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
体
で
リ
ズ
ム

を
と
っ
て
い
な
い
。
口
先
だ
け
で
読
ん
で
い
る
の
だ
。
体
を
動
か
し
て
リ
ズ
ム
を
と
ら

せ
る
と
よ
い
。
体
全
体
で
表
現
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
理
屈
で
は
な
い
。
感
覚
的
に
リ

ズ
ム
に
乗
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

一
連
の
「
ら
っ
ぱ
」、
二
連
の
「
な
っ
ぱ
」
を
「
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
よ
う
に
」
群
読
し
て
い
く
、

と
い
う
プ
ラ
ン
で
あ
る
が
、
最
後
は
、「
二
連
の
終
り
で
Ｂ
君
も
ピ
タ
リ
と
止
め
、
次
に

四
人
全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て
、『
く
っ
た
！
』
と
短
く
鋭
く
言
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

一
気
に
緊
張
の
頂
点
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
践
の
決
め
手

は
、
高
橋
に
よ
る
と
「
感
覚
的
に
リ
ズ
ム
に
乗
る
」
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。

高
橋
の
も
う
一
つ
の
プ
ラ
ン
は
、「
声
を
和
す
る
読
み
方
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
、
こ

れ
は
詩
に
物
語
を
創
作
し
て
、
そ
の
物
語
の
中
で
「
声
を
和
す
る
」
こ
と
を
ね
ら
い
と
す

る
群
読
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
学
校
五
年
生
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、「
か
っ
ぱ
」

の
詩
に
触
発
さ
れ
て
以
下
の
よ
う
な
物
語
を
創
作
し
、
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
群
読
法
を
工

夫
し
て
い
る
。

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
の
中
庭
が
舞
台
だ
。
式
典
を
す
る
た
め
の
よ
う
な
石
畳
の
広

場
に
（
男
の
）
大
人
が
大
勢
い
る
。
そ
こ
へ
一
人
の
男
子
が
「
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ

た
！
」
と
連
呼
し
な
が
ら
、
動
き
ま
わ
る
。
す
る
と
、
そ
の
群
衆
の
中
か
ら
、
河
童
役

の
男
子
が
ラ
ッ
パ
を
吹
き
吹
き
、「
ト
ッ
テ
チ
ッ
テ
タ
ー
」
と
言
っ
て
逃
げ
だ
し
て
い

く
の
が
、
一
連
だ
と
い
う
の
だ
。

二
連
は
、
同
じ
中
庭
で
も
婦
人
た
ち
が
集
ま
る
公
園
ふ
う
の
場
所
だ
と
い
う
。
そ
こ

へ
、
こ
れ
も
ま
た
一
人
の
少
女
が
「
河
童
菜
っ
ぱ
刈
っ
た
ー
」
と
報
告
に
駆
け
込
ん
で

く
る
。
さ
あ
大
変
、
わ
た
し
た
ち
が
食
べ
よ
う
と
し
て
い
た
菜
っ
ぱ
を
、
河
童
が
刈
っ

て
し
ま
っ
た
と
、
口
々
に
「
か
っ
ぱ
な
っ
ぱ
い
っ
ぱ
か
っ
た
…
」
と
連
呼
し
な
が
ら
ざ

わ
め
く
。（
女
の
）
大
人
た
ち
の
そ
う
し
た
騒
ぎ
を
、
お
も
し
ろ
そ
う
に
眺
め
て
い
た

河
童
役
の
女
子
が
、
そ
ん
な
に
あ
わ
て
る
こ
と
は
な
い
。
刈
っ
て
切
っ
た
の
は
「
い
っ

ぱ
（
い
）」
で
は
な
く
、
た
っ
た
「
一
把
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
す
で
に
「
刈
っ
て
切

っ
て
喰
っ
た
よ
」
と
言
っ
て
、
話
が
終
る
。

（
男
の
女
の
）
大
人
た
ち
は
、
全
く
い
た
ず
ら
で
人
騒
が
せ
な
河
童
だ
と
ば
か
り
、

全
員
で
「
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
　
か
っ
ぱ
ー
ッ
」
と
怒
っ
て
群
読
を
終
え
る

と
い
う
プ
ラ
ン
だ
。

こ
の
実
践
は
、「
舞
台
と
な
っ
て
い
る
場
面
を
、
自
由
に
想
像
さ
せ
る
」
こ
と
で
、
詩

の
世
界
に
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
を
生
み
だ
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
谷
川
の

「
か
っ
ぱ
」
の
詩
は
い
わ
ゆ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
詩
で
、
い
ろ
ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
可
能
に
す
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る
、
と
い
う
点
に
着
目
し
た
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
は
、
創
作
し
た
物
語

に
合
っ
た
群
読
を
工
夫
す
る
。
高
橋
は
こ
の
実
践
を
「
声
を
和
す
る
読
み
方
」
と
呼
ん
で

い
る
が
、
詩
の
世
界
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
付
け
て
い
く
こ
と
か
ら
、「
物
語
を
和
す
る
群
読
」

と
い
っ
て
も
よ
い
。「
和
す
る
」
対
象
は
、
こ
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
が
協
力
し
て
作
り

あ
げ
て
い
く
物
語
に
あ
る
。
そ
し
て
、
作
り
あ
げ
た
「
物
語
」
に
合
っ
た
群
読
法
を
、
子

ど
も
た
ち
自
身
で
工
夫
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
の
実
践
は
、「
か
っ
ぱ
」
と
い
う
作
品
が
、「
時
と
所
」
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
で

可
能
と
な
っ
た
。
詩
と
い
う
文
学
は
、
時
と
所
を
明
示
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
り
、
人

物
・
事
件
と
と
も
に
、
時
と
所
を
必
要
と
す
る
物
語
文
学
と
の
違
い
で
あ
る
。
そ
の
違
い

を
、
詩
の
群
読
に
生
か
し
た
実
践
プ
ラ
ン
と
い
え
る
。
物
語
を
想
像
す
る
こ
と
と
、
群
読

と
い
う
音
声
表
現
活
動
を
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
実
践
の
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
か
っ
ぱ
」
と
い
う
一
つ
の
作
品
は
、
群
読
に
よ
る
教
材
化
に
よ
っ
て

多
様
な
音
声
言
語
表
現
の
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。「
か
っ
ぱ
」
は
そ
の
意
味

で
、「
こ
と
ば
」
型
の
代
表
的
な
作
品
に
な
っ
た
と
い
え
る
。「
か
っ
ぱ
」
を
含
む
谷
川
の

詩
集
『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
』
に
は
、
ま
だ
教
材
開
発
の
可
能
性
の
あ
る
作
品
は
少
な
く

な
い
。

研
究
の
ま
と
め

以
上
、
本
稿
で
は
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
の
代
表
的
な
作
品
と
そ
の
典
型
的
な
指
導

例
を
取
り
上
げ
、「
こ
と
ば
」
型
の
授
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

「
あ
」（
谷
川
俊
太
郎
）
は
、「
あ
」
と
い
う
一
字
の
記
号
の
も
つ
、
多
面
的
な
イ
メ
ー

ジ
的
な
表
情
を
表
す
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
指
導
事
例
は
、「
音
の
イ
メ
ー
ジ
」

の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
く
実
践
で
あ
っ
た
。「
食
べ
も
の
」（
な
か
え
　
よ
し
お
）
は
、

声
喩
（
比
喩
）
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
指
導
法
は
、
声
喩
の

一
点
に
的
を
し
ぼ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。「
か
っ
ぱ
」（
谷
川
俊
太
郎
）
は
、
日
本
語
の

リ
ズ
ム
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ど
の
実
践
も
日
本
語
の
リ
ズ

ム
感
を
う
ま
く
引
き
出
す
よ
う
な
実
践
例
で
あ
っ
た
。

「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
は
、
そ
の
特
質
と
し
て
「
意
味
」
よ
り
も
「
音
あ
そ
び
」
の
要

素
を
強
く
も
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
私
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
詩
を
「
音
の
遊
戯
」
の
世

界
と
名
付
け
て
注
目
し
て
き
た（
12
）。

そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
作
品
は
、
ど
れ
も

豊
か
な
日
本
語
の
可
能
性
を
示
す
「
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
受

容
指
導
例
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を
十
分
に
引
き
出
す
よ
う
な
工
夫
が
み
ら
れ
た
。

ま
た
、「
こ
と
ば
」
型
の
作
品
に
は
、
日
常
の
こ
と
ば
を
非
日
常
の
こ
と
ば
に
転
換
し
て

い
く
異
化
の
現
象
が
み
ら
れ
、
そ
こ
に
実
践
の
中
心
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
共
通
し
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
、
取
り
あ
げ
た
ど
の
実
践
も
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

特
徴
を
よ
く
生
か
し
た
授
業
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
な
お
、
本
稿
に
関
連
し

た
内
容
で
は
、「
子
ど
も
と
こ
と
ば
の
教
育
学
」
と
い
う
論
文
も
あ
る
（
13
）。）

〔
注
〕

（
１
）
谷
川
俊
太
郎
の
「
こ
と
ば
あ
そ
び
詩
」
は
、『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
』
福
音
館
　
一
九
七
三
、

『
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
・
ま
た
』
福
音
館
　
一
九
八
一
、『
わ
ら
べ
う
た
』
集
英
社
　
一
九
八

一
、『
わ
ら
べ
う
た
・
続
』
集
英
社
　
一
九
八
二
、
な
ど
の
詩
集
で
、
す
で
に
実
績
と
定
評

が
あ
る
。

（
２
）
波
瀬
満
子
ほ
か
「
こ
う
や
っ
て
遊
ん
だ
ら
？
」
谷
川
俊
太
郎
編
『
あ
た
し
の
あ
あ
な
た
の
ア
』

太
郎
次
郎
社
　
一
九
八
六
。

（
３
）
小
笠
原
芳
枝
「
障
害
児
に
『
こ
と
ば
の
た
ね
』
を
育
て
る
」『
ひ
と
』
一
六
九
号
　
太
郎
次

郎
社
　
一
九
八
七
　
四
〇
頁
。
こ
の
実
践
は
、
谷
川
俊
太
郎
編
『
あ
た
し
の
あ
　
あ
な
た

の
ア
』
太
郎
次
郎
社
　
一
九
八
六
、
に
お
い
て
、
く
わ
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
谷
川
俊
太
郎
「
あ
と
が
き
」
谷
川
俊
太
郎
ほ
か
編
『
に
ほ
ん
ご
』
福
音
館
　
一
九
七
九
。

（
５
）
小
林
武
「
低
学
年
の
こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
」
大
阪
こ
と
ば
教
育
研
究
会
編
『「
こ
と
ば
あ
そ

び
」
の
研
究
』
一
九
八
八
。

（
６
）
藤
原
鈴
子
「
な
か
え
と
し
お
『
食
べ
も
の
』
の
授
業
」『
文
芸
教
育
65
』
明
治
図
書
　
一
九

九
三
、
所
収
。
広
島
県
福
山
市
立
手
城
小
学
校
二
年
生
を
対
象
と
し
た
授
業
で
あ
る
。

（
７
）
一
般
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
・
擬
態
語
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
文
芸
研
で
は
声
喩
と

い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
西
郷
竹
彦
は
「
音
声
で
喩
え
る
か
ら
声
喩
で
す
。『
擬
声

語
・
擬
態
語
』
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
が
、
一
緒
に
し
て
声
喩
と
言
っ
た
方
が
い
い
と

思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（「
声
喩
」『
文
芸
学
辞
典
』
明
治
図
書
　
一
九
八
九
）。

（
８
）
こ
の
受
容
指
導
は
、
西
郷
竹
彦
の
次
の
よ
う
な
解
釈
を
ふ
ま
え
て
い
る
。「
い
い
声
喩
、
す

ば
ら
し
い
声
喩
と
い
う
の
は
、
そ
の
も
の
の
本
質
と
か
価
値
を
実
は
表
現
し
て
い
る
も
の
だ
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異
化
の
詩
教
育
学
（
足
立
）

と
い
っ
て
い
い
」「
こ
の
場
合
の
価
値
と
い
う
の
は
、
お
い
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。」（「
食
べ
も
の
」『
小
学
校
の
詩
教
材
』
明
治
図
書

一
九
九
二
）

（
９
）
鈴
木
清
隆
「『
か
っ
ぱ
』
の
輪
唱
」『
こ
と
ば
遊
び
五
十
の
授
業
』
太
郎
次
郎
社
　
一
九
八
四
。

こ
の
実
践
は
、
学
年
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
度
か
の
実
践
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
み
ら

れ
る
の
で
、
ど
の
学
年
で
も
可
能
で
あ
る
。

（
10
）
鈴
木
清
隆
「
お
わ
り
に
」『
こ
と
ば
遊
び
五
十
の
授
業
』
太
郎
次
郎
社
　
一
九
八
四
。

（
11
）
高
橋
俊
三
「
群
読
へ
の
導
入
」『
群
読
の
授
業
』
明
治
図
書
　
一
九
九
〇
。

（
12
）
足
立
悦
男
「
音
の
遊
戯
ー
こ
と
ば
あ
そ
び
の
詩
」『
現
代
少
年
詩
論
』
明
治
図
書
　
一
九
八

七
。

（
13
）
足
立
悦
男
「
子
ど
も
と
こ
と
ば
の
教
育
学
」
足
立
・
中
本
編
『
国
語
科
教
育
論
』
東
信
堂

一
九
八
八
。

（
島
根
大
学
教
育
学
部

言
語
文
化
教
育
講
座
）


