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島
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異
化
の
詩
教
育
学

―
存
在
型
の
創
作
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
教
育
理
論
の
継
続
研
究
で
あ
る
。
今
回
か
ら
は
、
詩
の
創
作
指
導
の
分
野
に
お
い
て
、
異
化
の
詩
教
育
学
の
理
論
と
方
法

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
本
稿
で
は
、
拙
稿
「
異
化
の
詩
教
育
学
ー
教
材
編
成
の
理
論
と
方
法
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
34
巻
）
で
仮
説
的
に
提
示
し
た
教
材
類
型
の

中
で
「
存
在
型
」
の
詩
の
創
作
指
導
を
取
り
上
げ
る
。

存
在
型
の
詩
の
創
作
指
導
は
、
表
現
対
象
（
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
）
の
存
在
性
を
テ
ー
マ
と
し
た
詩
の
創
作
指
導
で
あ
る
。
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
山
際
鈴
子
（
大
阪
児
童
詩
の

会
）
の
実
践
と
、
私
の
主
催
し
て
い
た
研
究
会
（
大
阪
こ
と
ば
教
育
研
究
会
）
の
実
践
で
あ
る
。
山
際
鈴
子
は
戦
後
児
童
詩
教
育
の
代
表
的
な
実
践
家
の
一
人
で
あ
る
（
１
）。
山
際
は
子

ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
試
み
、
す
ぐ
れ
た
児
童
詩
を
数
多
く
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
は
、
私
の
研
究
し
て
き
た
異
化
の

詩
教
育
学
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
実
に
魅
力
的
な
創
作
詩
の
指
導
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
異
化
　
存
在
型
の
詩
　
創
作
指
導
】

１
　
「
耳
を
つ
け
て
聞
く
　
抱
き
し
め
て
聞
く
」
の
実
践
（
低
学
年
）

山
際
鈴
子
の
実
践
に
、「
耳
を
つ
け
て
　
聞
く
。
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」（
小
学
校
二
年

生
）
と
い
う
、
低
学
年
に
お
け
る
存
在
型
の
典
型
的
な
事
例
が
あ
る
（
２
）。
動
作
化
に
よ
っ
て

モ
ノ
・
コ
ト
の
存
在
性
を
虚
構
化
し
て
表
現
し
て
い
く
、
と
い
う
実
践
で
あ
る
。
動
作
化

と
い
う
活
動
は
、
低
学
年
の
創
作
意
欲
を
引
き
出
す
有
力
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
実
践
か

ら
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
。

長
ぐ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
年
　
　
上
野
賢
祐

人
の
声
が
き
こ
え
る
。

「
だ
じ
げ
で
〜
。」

「
だ
じ
げ
で
〜
。」

ぶ
き
み
だ
。

人
が
入
っ
て
い
る
の
か
。

「
だ
じ
げ
で
〜
。」

こ
わ
く
て
い
け
な
い
。

中
を
の
ぞ
い
て
も
み
え
な
い
の
に
、
聞
こ
え
る
。

ぼ
く
は
、
手
を
入
れ
た
。

つ
か
ま
れ
た
気
が
し
た
。

あ
わ
て
て
、
手
を
ひ
き
ぬ
い
た
。

ま
だ
、
声
だ
け
が
き
こ
え
る
。

「
だ
じ
げ
で
〜
。」

「
だ
じ
げ
で
〜
。」
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ゆ
か
の
中
の
電
車
　
　
　
　
　
　
　
二
年
　
岩
切
美
佐
子

下
を
　
電
車
が
　
走
っ
て
い
る
。

ガ
タ
ガ
タ
　
さ
か
道
を
走
る
。

つ
ぎ
の
え
き
は
ど
こ
か
。

考
え
て
走
る
。

だ
ん
だ
ん
上
に
上
が
っ
て
く
る
。

だ
ん
だ
ん
　
ス
ピ
ー
ド
が
出
て
く
る
。

で
も
、
一
度
下
に
お
ち
て
、
ま
た
あ
が
っ
て
く
る
。

そ
の
く
り
か
え
し
だ
。

あ
が
り
そ
う
に
な
っ
て
も
　
下
に
お
ち
る
。

だ
か
ら
、
ぜ
っ
た
い
に
上
に
は
あ
が
っ
て
こ
な
い
。

梅
田
の
し
ゅ
う
て
ん
を
　
ず
っ
と
ず
っ
と
ず
っ
と
さ
が
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
見
た
不
思
議
な
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
長
ぐ
つ
と
い
う

モ
ノ
や
床
下
の
コ
ト
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
は
現
実
の
モ
ノ
や

コ
ト
で
は
な
い
。
前
者
の
作
品
で
は
長
ぐ
つ
の
中
で
「
人
の
声
」
が
聞
こ
え
る
と
い
う
、

あ
り
え
な
い
コ
ト
で
あ
り
、
後
者
の
作
品
で
は
、
教
室
の
床
下
を
電
車
が
走
っ
て
い
る
と

い
う
、
こ
れ
も
ま
た
、
あ
り
え
な
い
コ
ト
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
も
、
現
実
そ
の
ま
ま

の
世
界
で
な
く
、
現
実
の
世
界
を
虚
構
化
し
変
容
せ
し
め
た
作
品
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち

の
豊
か
な
想
像
力
が
十
分
に
引
き
出
さ
れ
た
作
品
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
作
品
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩

の
創
作
指
導
法
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

指
導
者
に
よ
れ
ば
、「
長
ぐ
つ
」
の
素
材
は
階
段
の
す
み
に
置
い
て
あ
っ
た
、
ト
イ
レ

掃
除
用
の
黒
い
長
ぐ
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ふ
だ
ん
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
片
す

み
の
モ
ノ
に
は
目
を
向
け
な
い
。
題
材
へ
の
深
い
関
心
は
あ
る
指
導
に
よ
っ
て
引
き
出
さ

れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。「
ゆ
か
の
中
の
電
車
」
も
ま
た
、
そ
の
同
じ
指
導
に
よ
っ
て
、
見

え
な
い
は
ず
の
床
下
の
コ
ト
を
想
像
し
た
作
品
で
あ
る
。
と
も
に
、
表
現
対
象
の
素
材
を

変
容
さ
せ
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
指
導
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
作

品
は
、
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
き
ょ
う
は
、『
耳
を
つ
け
て
聞
く
、
抱
き
し
め
て
聞
く
』
と
い
う
の
を
し
ま
す
。」

「
わ
ぁ
ー
い
。」
あ
い
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も
の
よ
う
に
歓
声
が
わ
く
。「
耳
を
つ
け
て
聞

く
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
か
な
。
わ
か
る
か
な
。」「
う
ん
。
わ
か
る
。」
と
、
は
や
く
も

机
に
耳
を
つ
け
て
聞
い
て
い
る
子
も
い
る
。

「
抱
き
し
め
て
聞
く
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
か
な
。」
わ
た
し
の
こ
と
ば
と
同
時
に
、
両

手
を
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
た
あ
と
、
胸
の
と
こ
ろ
に
抱
き
し
め
る
格
好
を
し
て
い
る
子
も

い
る
。「
出
て
き
て
、
や
っ
て
も
ら
お
う
か
な
。」
机
に
耳
を
あ
て
抱
き
し
め
て
聞
く
子
、

ふ
で
ば
こ
に
耳
を
あ
て
抱
き
し
め
て
聞
く
子
、
体
操
服
の
袋
に
耳
を
あ
て
抱
き
し
め
て

聞
く
子
。
子
ど
も
た
ち
が
、
耳
を
あ
て
抱
き
し
め
て
聞
く
た
び
に
、
わ
た
し
は
「
な
る

ほ
ど
。」「
い
い
ね
。」
と
感
心
し
て
い
た
。

「
も
っ
と
、
ほ
か
に
な
い
か
な
。」
信
田
く
ん
が
手
を
あ
げ
た
。
信
田
く
ん
は
、
み
ん

な
の
注
目
の
中
、
こ
と
こ
と
と
教
室
の
前
の
方
に
歩
い
て
き
た
。
ど
こ
に
行
く
の
か
な

と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
ご
み
ば
こ
に
抱
き
つ
い
て
耳
を
あ
て
た
。

「
わ
ぁ
っ
。
信
田
く
ん
、
す
ご
い
ね
。
今
ま
で
、
だ
れ
も
ご
み
ば
こ
に
抱
き
つ
い
て

な
か
っ
た
ね
。」「
だ
れ
も
や
っ
て
な
か
っ
た
こ
と
、
ほ
か
に
も
あ
る
か
な
。」
上
野
く

ん
が
手
を
あ
げ
た
。

上
野
く
ん
も
と
こ
と
こ
と
前
に
出
て
く
る
と
、
突
然
床
に
寝
転
ん
で
耳
を
あ
て
た
。

「
わ
ぁ
ー
。」
一
瞬
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
歓
声
が
わ
き
お
こ
っ
た
。「
じ
ゃ
、
み
ん
な

も
、
床
に
耳
を
あ
て
て
抱
き
し
め
て
み
よ
う
。」
教
室
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
騒
然
と
な
り
、

「
床
は
大
き
い
て
抱
き
し
め
ら
れ
へ
ん
。」
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
子
も
い
る
。

「
耳
を
つ
け
て
」「
抱
き
し
め
て
」
い
う
動
作
化
の
表
現
行
動
に
よ
っ
て
、
教
室
は
「
騒

然
」
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
は
対
象
に
向
か
っ
て
身
体
ご
と
関
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に

子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
す
秘
密
が
あ
っ
た
。
動
作
化
の
ね
ら
い
は
、
対
象
に
耳

を
つ
け
て
、
対
象
を
抱
き
し
め
て
、
ふ
だ
ん
は
聞
こ
え
な
い
虚
構
の
声
に
耳
を
傾
け
、
ふ

だ
ん
は
見
え
な
い
虚
構
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
後
で
、
次

の
よ
う
な
指
導
が
行
わ
れ
た
。

子
ど
も
た
ち
を
席
に
座
ら
せ
た
あ
と
、
わ
た
し
は
言
っ
た
。「
い
ま
し
た
よ
う
に
、

学
校
の
中
に
あ
る
も
の
を
抱
き
し
め
て
、
耳
を
あ
て
て
聞
い
て
み
よ
う
。
何
を
し
て
い
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る
の
か
な
。
ど
の
よ
う
な
音
が
す
る
の
か
な
。」

「
耳
を
つ
け
て
　
聞
く
。
抱
き
し
め
て
　
聞
く
。」
と
書
か
れ
て
い
る
板
書
の
次
に
、

「
何
を
し
て
い
る
の
か
な
。」「
ど
の
よ
う
な
音
が
す
る
の
か
な
。」
と
付
け
加
え
た
。
さ

ら
に
、「
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
れ
ば
、
そ
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、

そ
れ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
と
思
い
や
考
え
を
伸
ば
し
て
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。」
と

言
い
な
が
ら
、「
そ
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
」「
そ
れ
か
ら→

そ
れ
か
ら→

そ
れ
か
ら
」

「
思
い
・
考
え
を
の
ば
す
。」
と
、
黒
板
に
書
い
た
。

先
の
動
作
化
の
表
現
行
動
か
ら
詩
の
創
作
行
動
に
誘
っ
て
い
く
場
面
で
あ
る
。
対
象
に

耳
を
つ
け
て
聞
く
こ
と
で
、
抱
き
し
め
て
聞
く
こ
と
で
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
を
、「
そ
れ

か
ら
、
そ
れ
か
ら
」
と
「
思
い
を
の
ば
し
て
」
詩
に
書
い
て
い
く
、
と
い
う
表
現
指
導
の

場
面
で
あ
る
。
指
導
者
に
よ
る
と
、
こ
の
あ
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
話
が
終
る
か
終
ら
な

い
か
の
う
ち
に
、
自
分
の
「
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」
も
の
の
と
こ
ろ
へ
飛
ん
で
い
っ
た
。

先
生
の
机
、
椅
子
、
水
槽
、
床
、
掃
除
用
具
入
れ
に
耳
を
あ
て
る
子
が
い
る
。
教
室
の
外

へ
出
て
「
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」
も
の
を
探
す
子
も
い
る
。
教
室
は
大
変
な
騒
ぎ
に
な
っ

た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
一
人
二
人
と
帰
っ
て
き
て
、
自
分
の
席
に
座
っ
て
書
き
始
め
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
も
見
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
教
室
の
モ
ノ
・
コ
ト
は
、
こ
の
と

き
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
想
像
力
に
よ
っ
て
、
虚
構
化
さ
れ
た
モ
ノ
・
コ
ト
に
変
容
せ

し
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
自
然
に
引

き
出
す
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
授
業
風
景
か
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、「
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」
と
い
う
行
動
そ

の
も
の
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」
と
い
う
表
現

行
動
は
、
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
遊
び
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
動
作

化
に
よ
っ
て
た
っ
ぷ
り
と
遊
ん
だ
あ
と
で
、「
思
い
や
考
え
を
伸
ば
し
て
書
い
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
、
そ
の
ま
ま
「
詩
を
書
く
」
行
動
に
誘
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
ス
ム
ー
ズ
な
連

続
性
に
指
導
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。

こ
の
実
践
を
異
化
の
詩
教
育
論
か
ら
み
る
と
、「
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」
は
、
抱
き
し

め
ら
れ
な
い
も
の
を
、
抱
き
し
め
よ
う
と
し
て
異
化
の
世
界
に
み
ち
び
か
れ
て
い
る
。
き

わ
め
て
効
果
的
な
問
い
か
け
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
山
際
は
こ
の
問
い
か
け
に
つ
い
て
、

「
た
だ
、『
耳
を
あ
て
て
聞
く
。』
と
い
う
発
問
だ
け
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
抱

き
し
め
て
　
聞
く
。』
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
け
た
す
こ
と
に
よ
り
、
作
者
を
よ
り
そ
の
気

に
さ
せ
、
対
象
に
よ
り
迫
っ
て
も
の
を
み
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
見
る
も
の
に

心
を
寄
せ
、
心
を
い
れ
て
『
も
の
』
を
み
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
」
と
述
べ
て

い
る
。

こ
の
実
践
の
指
導
目
標
は
、「
想
像
力
を
働
か
せ
て
見
つ
め
続
け
、
も
の
の
特
質
を
発

見
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
想
像
力
に
よ
っ
て
モ
ノ
・
コ
ト
の
特

質
（
存
在
性
）
を
表
現
す
る
創
作
指
導
は
、
存
在
型
の
詩
の
創
作
指
導
の
特
色
で
も
あ
る
。

山
際
の
実
践
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
想
像
し
て
詩
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
「
め
あ
て
」
と
違
い
、「
抱
き
し

め
て
　
聞
く
」
の
よ
う
に
、
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
「
め
あ
て
」
に
設
定
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
山
際
実
践
の
特
徴
が
あ
る
。

２
　
「
連
想
か
ら
始
め
よ
う
」
の
実
践
（
中
学
年
）

山
際
鈴
子
の
実
践
に
、「
連
想
か
ら
始
め
よ
う
」（
小
学
校
三
年
生
）
と
い
う
詩
の
創
作

指
導
が
あ
る
（
３
）。「
連
想
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
し
、

表
現
対
象
を
よ
り
豊
か
に
と
ら
え
て
い
く
、
と
い
う
中
学
年
の
実
践
で
あ
る
。
連
想
と
は
、

「
あ
る
一
つ
の
も
の
ご
と
に
関
連
し
た
他
の
も
の
ご
と
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
」
で
あ
る

が
、
詩
の
創
作
指
導
に
お
い
て
は
、
日
常
の
慣
習
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
非
日
常
の
世
界
に
転

換
さ
せ
て
い
く
有
力
な
方
法
で
あ
る
。
連
想
と
い
う
行
動
に
は
、
日
常
を
非
日
常
化
し
て

い
く
異
化
の
原
理
が
、
詩
の
方
法
と
し
て
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
実
践
は
、「
こ
と
ば
あ
そ
び
」
か
ら
始
め
て
、「
事
実
を
見
る
目
を
養
う
」、
そ
し

て
「
詩
を
創
作
を
す
る
」
と
い
う
、
全
五
時
間
の
創
作
指
導
で
あ
っ
た
。
指
導
に
あ
た
り

山
際
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

こ
の
先
生
は
、
詩
を
書
か
せ
る
先
生
だ
と
子
ど
も
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。「
ほ
ら
ほ

ら
、
今
に
、
詩
を
書
く
と
言
い
出
す
ぞ
。」
と
身
構
え
て
待
っ
て
い
る
。
／
そ
ん
な
時
、

い
か
に
子
ど
も
た
ち
の
期
待
を
裏
切
る
か
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
お
き
ま
り
の
パ
タ

ー
ン
で
は
お
目
見
え
し
な
い
ぞ
、
と
思
う
。「
あ
れ
っ
。」
と
思
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
気

に
さ
せ
る
。
そ
れ
が
、
先
生
と
子
ど
も
た
ち
の
勝
負
で
あ
る
思
っ
て
い
る
。
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山
際
学
級
の
「
詩
の
創
作
」
の
秘
密
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
「
詩
を

書
き
た
い
」
と
い
う
期
待
に
い
か
に
応
え
て
い
く
か
を
、「
い
か
に
期
待
を
裏
切
る
か
」

と
い
う
逆
接
で
応
え
て
い
る
。
詩
の
創
作
指
導
に
お
い
て
、「
詩
を
書
き
た
い
」
と
い
う

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
大
事
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
実
践
は
、「
連
想
あ
そ
び
」
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
に
「
ば
ら→

赤
い

→

り
ん
ご
」
な
ど
の
例
を
示
し
、
ル
ー
ル
を
説
明
し
た
後
で
、「
プ
ー
ル→

泳
ぐ→

寒
い

→

冬→

雪→

白
い
…
」
な
ど
の
連
想
を
口
頭
で
発
表
さ
せ
て
、
板
書
し
て
い
く
。
次
に
原

稿
用
紙
に
書
い
て
発
表
す
る
。
こ
の
と
き
、「
場
面
が
変
わ
る
こ
と
ば
を
言
っ
た
子
ど
も

を
ほ
め
な
が
ら
」
す
す
め
て
い
っ
た
。
連
想
に
よ
る
飛
躍
の
お
も
し
ろ
さ
を
を
意
識
づ
け

よ
う
と
す
る
指
導
で
あ
る
。
連
想
に
よ
る
飛
躍
は
慣
習
的
な
見
方
を
虚
構
化
し
て
い
く
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
異
化
の
原
理
が
働
い
て
い
る
。

こ
の
「
連
想
あ
そ
び
」
は
、
子
ど
も
た
ち
を
夢
中
に
さ
せ
た
と
い
う
。
山
際
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、「
連
想
あ
そ
び
」
の
面
白
さ
に
夢
中
に
な
っ
て
、「
家
で
や
っ
て
き

て
も
い
い
？
」
と
言
っ
て
、
一
人
が
原
稿
用
紙
を
取
り
に
来
る
と
、
ぼ
く
も
わ
た
し
も

と
た
く
さ
ん
の
子
が
取
り
に
き
て
、
原
稿
用
紙
を
も
っ
て
か
え
っ
た
。

次
の
日
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
書
い
て
き
た
も
の
を
得
意
に
な
っ
て
、
み
ん
な
の

前
で
読
ん
だ
。「
場
面
が
た
く
さ
ん
変
わ
る
の
が
い
い
よ
。」
と
言
っ
て
い
た
の
で
、
子
ど

も
た
ち
は
、
面
白
い
の
を
書
こ
う
と
か
、
長
い
の
を
書
こ
う
と
か
、
ま
た
場
面
が
い
く

つ
変
わ
っ
た
か
な
ど
を
比
べ
な
が
ら
、
友
だ
ち
の
読
む
の
を
一
生
懸
命
聞
い
て
い
た
。

こ
の
授
業
場
面
を
み
る
と
、
こ
の
「
連
想
あ
そ
び
」
が
子
ど
も
た
ち
を
引
き
つ
け
た
の

は
、
連
想
に
よ
る
飛
躍
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
山
際
は
、
こ
の
活
動
に
お
い

て
、「
場
面
が
た
く
さ
ん
変
わ
る
の
が
い
い
よ
」
と
、
連
想
に
よ
る
飛
躍
に
関
心
を
も
た

せ
る
よ
う
に
誘
っ
て
い
る
。
子
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
す
た
め
の
、
発
想
・
着
想
の

指
導
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
連
想
あ
そ
び
」
と
い
う
表
現
行
動
を
と
お
し
て
、
想
像
力

の
基
礎
を
た
が
や
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
実
践
は
、
こ
れ
以
後
、
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
き
の
う
の
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』、
何
か
に
似
て
い
る
か
な
。

○
○
○
と
な
っ

て
い
る
の
、
何
に
に
て
る
か
な
。」「
ソ
ー
セ
ー
ジ
み
た
い
。」「
そ
う
だ
ね
。
ソ
ー
セ
ー

ジ
み
た
い
に
、
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
き
ま
し
た
ね
。」「
き
ょ
う
は
、
バ
ナ
ナ
み
た
い

に
、
思
い
を
伸
ば
し
て
書
く
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
を
し
ま
す
。」

き
の
う
で
、『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
の
意
味
が
わ
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
ん
な
こ

と
だ
ろ
う
と
目
を
輝
か
せ
て
、
わ
た
し
の
説
明
を
待
っ
て
い
る
。
黒
板
に
バ
ナ
ナ
の
絵

を
書
き
な
が
ら
説
明
し
た
。

「
中
心
が
あ
っ
て
、
バ
ナ
ナ
の
実
が
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
、
中
心
の
一

つ
の
こ
と
で
、
バ
ナ
ナ
の
実
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
き
ま
し

ょ
う
。」「
た
と
え
ば
、『
屋
根
』
で
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。『
屋
根
』
で
思
い
出
す
こ
と

を
、
ど
ん
ど
ん
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」

「
屋
根
は
、
ぶ
あ
つ
い
。」「
屋
根
は
、
か
わ
ら
で
で
き
て
い
る
。」「
屋
根
は
、
家
の

て
っ
ぺ
ん
に
あ
る
。」「
屋
根
は
、
ね
ず
み
の
す
み
か
だ
。」「
屋
根
は
…
…
…
」「
屋
根

は
…
…
…
」

わ
た
し
は
、
子
ど
も
た
ち
が
言
う
と
お
り
、
黒
板
に
書
い
て
い
っ
た
。「
い
っ
ぱ
い

あ
る
ね
。
今
、
先
生
が
書
い
た
よ
う
に
、
み
ん
な
に
も
や
っ
て
も
ら
い
ま
す
よ
。」「
み

ん
な
に
は
、
家
族
の
一
人
を
選
ん
で
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
も
ら
い
ま
す
。

家
族
は
、
か
わ
い
が
っ
て
い
る
犬
や
猫
で
も
い
い
で
す
よ
。」

子
ど
も
た
ち
は
、
家
族
の
誰
を
選
ぶ
か
で
、
ひ
と
し
き
り
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
。

「
誰
に
す
る
？
」
と
、
隣
同
志
相
談
し
あ
っ
て
い
る
子
も
い
る
。
で
も
、
自
分
の
書
き

た
い
人
が
決
ま
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
書
き
初
め
、
教
室
は
静
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

一
文
ご
と
に
行
変
え
を
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
、
原
稿
用
紙
一
枚
に
、

自
分
が
選
ん
だ
家
族
の
人
の
こ
と
を
書
い
た
。

山
際
は
こ
こ
で
、「
ソ
ー
セ
ー
ジ
み
た
い
に
…
」「
バ
ナ
ナ
み
た
い
に
…
」
と
い
う
、
子

ど
も
た
ち
の
興
味
を
引
く
比
喩
を
使
っ
て
、
わ
か
り
や
す
い
「
学
習
の
め
あ
て
」（
学
習

課
題
）
を
提
示
し
て
い
る
。「
ソ
ー
セ
ー
ジ
み
た
い
に
」
と
は
前
時
の
連
想
の
こ
と
で
あ

り
、「
バ
ナ
ナ
み
た
い
に
」
と
い
う
の
本
時
の
課
題
は
、
あ
る
題
材
に
つ
い
て
思
い
つ
く

ま
ま
列
挙
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き

だ
す
た
め
比
喩
で
も
っ
て
「
め
あ
て
」
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
導
か
ら
は
次
の
よ
う
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な
タ
イ
プ
の
作
品
が
生
ま
れ
た
。

弟
　
　
　
　
三
年
　
梅
本
千
恵

弟
は
、
お
む
つ
を
し
て
い
る
ん
だ
。

弟
は
、
左
き
き
な
ん
だ
。

弟
は
、
し
っ
こ
を
も
ら
し
て
い
る
ん
だ
。

弟
は
、
一
年
生
な
の
に
お
ま
る
を
し
て
い
る
ん
だ
ぞ
。

弟
は
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
い
る
ん
だ
。

弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い
の
じ
ゃ
ま
を
す
る
ん
だ
。

弟
は
、
た
べ
る
と
き
テ
レ
ビ
を
み
る
ん
だ
。

弟
は
、
た
べ
る
と
き
、
あ
れ
き
ら
い
こ
れ
き
ら
い
と
も
い
う
ん
だ
。

弟
は
、
ね
る
と
き
、
ね
ぐ
せ
が
わ
る
い
ん
だ
。

弟
は
、
か
け
算
が
で
き
る
の
だ
。

弟
は
、
た
し
算
が
で
き
る
の
だ
。

弟
は
、
ひ
き
算
が
で
き
る
の
だ
。

弟
は
、
け
い
算
の
こ
つ
を
し
っ
て
い
る
の
だ
。

弟
は
、
こ
ま
な
し
が
の
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
。

弟
は
、
友
だ
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
る
の
だ
。

こ
の
段
階
で
は
、
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、「
バ
ナ
ナ
の
よ
う
に
」
こ
と
が
ら
を
列
挙
し

て
い
く
。
思
い
付
く
す
べ
て
を
出
し
き
る
こ
と
で
、「
事
実
を
見
る
目
を
養
う
」
と
い
う

ね
ら
い
が
あ
る
。
題
材
に
対
す
る
発
見
を
い
き
な
り
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
題

材
に
つ
い
て
列
挙
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
作
品
「
弟
」
は
、
こ
の
「
め
あ

て
」
に
向
か
い
、
題
材
の
弟
に
つ
い
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
指
導

は
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
も
一
応
の
完
結
を
み
せ
て
い
る
。
弟
に
つ
い
て
列
挙
し
て
い
く
こ

と
で
、
弟
の
多
様
な
側
面
を
書
き
つ
く
し
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
山
際
の
指
導
は
、
こ
こ
か
ら
次
の
段
階
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
赤
ペ

ン
を
使
っ
て
、
作
品
に
介
入
し
て
い
く
、
と
い
う
指
導
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
弟
」
の

作
者
に
対
し
て
は
、「
こ
れ
は
面
白
い
と
い
う
一
文
か
二
文
を
選
ん
で
、
赤
ペ
ン
で
線
を

引
き
、
丸
を
付
け
て
お
い
た
。
梅
本
さ
ん
の
場
合
は
、『
弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い
の
じ
ゃ
ま

を
す
る
ん
だ
。』『
弟
は
、
友
だ
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
る
ん
だ
。』
の
二
文
に
丸
を
つ
け
た
」。

話
題
を
絞
っ
て
い
く
た
め
の
、
い
わ
ば
焦
点
化
の
指
導
と
い
え
る
。
こ
の
作
者
の
場
合
は
、

丸
の
つ
い
た
二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
、「
弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い
の
じ
ゃ
ま
を
す
る
ん
だ
。」

を
え
ら
ん
で
、
作
品
を
書
き
直
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
実
践
は
、
実
は
、
こ
れ
以
後
の
三
つ
め
の
ポ
イ
ン
ト
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

子
ど
も
た
ち
に
、
書
き
直
す
ポ
イ
ン
ト
を
も
た
せ
て
か
ら
、
次
の
段
階
で
は
、
以
下
の
よ

う
な
新
た
な
「
め
あ
て
」
が
提
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

「
き
ょ
う
は
ね
、『
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
』
の
勉
強
を
し
ま
す
。『
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
』
っ
て
ど
ん

な
こ
と
か
わ
か
り
ま
す
か
。」
と
言
っ
た
後
、「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
と
大
き
く
板
書
し
た
。

「
先
生
、『
ズ
ー
ム
イ
ン
』
と
違
う
の
。」「
ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
。『
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
』

と
い
う
の
は
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、
初
め
に
部
屋
全
部
が
映
っ
て
、
次
に
光
ゲ
ン

ジ
の
内
海
く
ん
だ
っ
た
ら
内
海
く
ん
の
全
体
が
映
っ
て
、
顔
が
映
っ
て
、
目
だ
け
ア
ッ

プ
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
見
た
い
も
の
だ
け
を
大
写
し
に
し
て
、
く
わ
し
く
見
て
い

く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。」「
こ
の
前
書
い
た
家
族
の
話
で
、
こ
れ
が
い
い
な
と
思
う

も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
、
よ
く
見
て
、
事
実
や
様
子
を
く
わ
し
く

書
き
ま
し
ょ
う
。」「
先
生
が
い
い
な
と
思
う
も
の
に
は
赤
線
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
か

ら
、
そ
れ
を
書
い
て
も
い
い
で
す
よ
。」「
自
分
が
こ
れ
で
書
こ
う
と
決
め
た
も
の
か
ら
、

突
然
書
き
だ
し
て
く
だ
さ
い
ね
。」
と
話
し
た
後
、「
と
つ
ぜ
ん
、
書
く
。」「
事
実
・
様

子
を
書
く
。」「
行
か
え
し
て
書
く
。」
と
黒
板
に
つ
け
加
え
た
。

話
題
の
焦
点
化
を
も
と
に
、
さ
ら
に
新
し
い
「
詩
を
書
く
」
段
階
で
あ
る
。「
ズ
ー
ム

ア
ッ
プ
」
と
は
、「
見
た
い
も
の
だ
け
を
大
写
し
に
し
て
」
い
く
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
。

そ
し
て
「
よ
く
見
て
、
く
わ
し
く
書
く
」
た
め
の
、
具
体
的
な
着
眼
点
で
も
あ
る
。「
見

た
い
も
の
だ
け
を
大
写
し
に
し
て
、
く
わ
し
く
見
て
い
く
」
こ
と
は
、
日
常
の
ヒ
ト
・
モ

ノ
・
コ
ト
を
く
わ
し
く
焦
点
化
し
て
描
写
し
て
い
く
一
つ
の
方
法
と
い
え
る
。
こ
の
「
め

あ
て
」
に
よ
っ
て
、
先
の
「
弟
」
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
に
書
き
直
さ
れ
て
い
っ
た
。
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弟
　
　
　
　
三
年
　
梅
本
千
恵

わ
た
し
は
、
し
ゅ
く
だ
い
を
出
す
。

弟
も
、
い
っ
し
ょ
に
　
し
ゅ
く
だ
い
を
や
る
。

弟
は
、
い
や
い
や
や
る
。

わ
た
し
は
、
顔
を
　
ま
っ
か
に
し
て
　
お
こ
る
。

「
ま
じ
め
に
や
れ
。」

弟
は
、
へ
ん
な
顔
を
す
る
。

「
ち
ゃ
ん
と
や
れ
。」

わ
た
し
は
、
も
う
　
が
ま
ん
で
き
な
い
。

な
ぐ
り
た
い
顔
を
す
る
。

弟
は
、
ふ
ざ
け
た
顔
を
す
る
。

わ
た
し
は
、
お
も
ち
ゃ
を
　
な
げ
る
。

弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い
を
　
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
す
る
。

わ
た
し
は
、
弟
の
え
ん
ぴ
つ
を
　
お
る
。

弟
は
、
つ
め
を
た
て
て
　
お
こ
る
。

で
も
、
わ
た
し
は
、
よ
け
る
。

弟
は
、
ま
だ
ま
だ
や
る
。

で
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
た
ら
な
い
。

弟
は
、
く
や
し
が
っ
て
　
な
く
。

わ
た
し
は
、
勝
っ
た
と
　
思
う
。

お
と
う
と
は
、
し
か
た
な
く
　
し
ゅ
く
だ
い
を
す
る
。

や
っ
と
　
こ
れ
で
、

弟
は
、
先
生
に
　
お
こ
ら
れ
ん
と
す
む
。

こ
の
作
品
は
、
先
の
作
品
と
比
べ
る
と
、
弟
の
宿
題
の
こ
と
に
焦
点
化
し
、
く
わ
し
く

書
く
こ
と
で
、
弟
に
対
す
る
「
姉
と
し
て
の
思
い
」
が
よ
く
伝
わ
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

弟
の
存
在
感
と
弟
に
対
す
る
思
い
は
、
先
の
作
品
よ
り
深
く
伝
わ
っ
て
く
る
。「
見
た
い

も
の
だ
け
を
大
写
し
に
し
て
、
く
わ
し
く
見
て
い
く
」
こ
と
で
、
姉
と
弟
と
の
関
係
が

「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
詩
の
創
作
指
導
に
お
い
て
、

「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
と
い
う
焦
点
化
の
方
法
を
使
う
と
、「
よ
く
見
て
、
く
わ
し
く
書
く
」

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

こ
の
実
践
に
は
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
、
全
五
時
間
が
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
連

想
遊
び
」
と
い
う
、
連
想
を
使
っ
た
「
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
」
こ
と
ば
を
飛
躍
さ
せ
る

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
想
像
力
に
は
現
実
の
モ
ノ
・
コ
ト
を
飛
躍
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
る

方
法
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
い
わ
ば
想
像
力
の
基
礎
訓
練
の
場
と
い
え
る
。

次
に
、「
バ
ナ
ナ
の
よ
う
に
」
と
い
う
列
挙
に
よ
っ
て
、「
事
実
を
見
る
目
を
養
う
」
と
い

う
段
階
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
段
階
を
ふ
ま
え
て
、「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
と
い
う
焦

点
化
の
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
段
階
的
な
指
導
の
プ
ロ
セ
ス
に
仕
組
ま

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
そ
の
段
階
的
な
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、「
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
」「
バ
ナ

ナ
の
よ
う
に
」「
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
と
い
う
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
よ
く
見
て
書
き
ま
し
ょ
う
」
と

か
「
く
わ
し
く
見
て
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
概
念
的
な
学
習
目
標
で
は
な
く
、
比
喩

に
よ
る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
う
学
習
目
標
の
提
示
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、

そ
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
「
め
あ
て
」
に
よ
っ
て
「
よ
く
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

「
く
わ
し
く
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
学
ん
で
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

三
つ
め
に
、
詩
の
推
敲
指
導
の
新
し
い
試
み
で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。「
推
敲
」

と
は
一
般
に
「
一
度
書
い
た
詩
を
、
見
直
し
、
読
み
直
し
、
考
え
直
し
、
こ
と
ば
な
お
し

を
し
て
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
作
品
に
し
て
い
く
し
ご
と
」
（
４
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
推
敲
」
に

は
「
削
除
と
添
加
」
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
（
５
）。
し
か
し
山
際
の
指

導
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
山
際
の
指
導
は
、
作
品
の
部
分
的
な
修
正
で
は
な
く
、
詩
を

書
く
観
点
を
明
確
に
し
、
焦
点
化
さ
れ
た
観
点
か
ら
、
全
く
新
し
い
作
品
を
書
い
て
い
く
、

と
い
う
創
作
指
導
法
で
あ
る
。
児
童
詩
教
育
に
お
け
る
推
敲
指
導
の
新
し
い
試
み
と
い
え

る
。こ

の
実
践
は
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
詩
の
創
作
指
導
で
あ
っ
た
、
と
私
は
評

価
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
山
際
は
作
品
「
弟
」（
梅
本
千
恵
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
評
価
し
て
い
る
。
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「
弟
」
は
、
バ
ナ
ナ
の
よ
う
に
連
想
し
た
時
に
書
い
て
い
た
「
弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い

の
じ
ゃ
ま
を
す
る
ん
だ
。」
を
選
ん
で
、
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
見
つ
め
、
事
実
や
様
子

を
た
く
さ
ん
書
き
、
作
品
に
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

「
弟
は
、
し
ゅ
く
だ
い
の
じ
ゃ
ま
を
す
る
ん
だ
。」
を
書
い
た
時
点
で
は
、
自
分
が
宿

題
を
し
よ
う
と
プ
リ
ン
ト
を
出
す
と
、
弟
が
す
ぐ
側
に
来
て
じ
ゃ
ま
を
す
る
。
そ
ん
な

弟
の
姿
し
か
、
梅
本
さ
ん
の
頭
に
は
浮
か
ん
で
い
な
い
。「
わ
た
し
は
、
顔
を
ま
っ
か

に
し
て
お
こ
る
。」
を
書
い
た
時
に
は
、
自
分
の
側
に
来
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
弟
に
、

自
分
も
集
中
で
き
な
い
と
腹
を
立
て
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
ん
な
ふ
う
に
じ
ゃ
ま
を

す
る
か
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
様
子
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、「
弟
に
、
け
ん
か
に
勝

っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。」
と
同
時
に
、「
わ
た
し
が
、
け
ん
か
に
勝
っ
た
か
ら
、
弟
も

宿
題
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。」
と
い
う
思
い
が
わ
い
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、

「
よ
か
っ
た
、
よ
か
っ
た
。」
と
い
う
思
い
が
、「
や
っ
と
こ
れ
で
、
／
弟
は
、
先
生
に

お
こ
ら
れ
ん
と
す
む
。」
と
い
う
最
後
の
文
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。「
こ
れ
か
ら
も
、

ね
え
ち
ゃ
ん
や
か
ら
、
注
意
し
た
ら
ん
と
あ
か
ん
な
。」
と
い
う
思
い
も
、
心
の
中
に

芽
生
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

山
際
は
、
こ
の
よ
う
に
児
童
作
品
を
あ
た
た
か
く
見
つ
め
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
一

人
一
人
、
ど
の
よ
う
に
詩
を
書
い
て
い
っ
た
か
、
山
際
は
そ
の
経
過
を
あ
た
た
か
く
見
守

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
弟
」
の
作
者
の
場
合
、
詩
を
書
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

弟
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
り
、
姉
と
し
て
の
「
思
い
」
が
芽
生
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
み
て
い
る
。「
詩
を
書
く
」
こ
と
で
対
象
の
新
し
い
見
方
が
で
き
た
こ
と
を
、
山

際
は
評
価
し
て
い
る
。
児
童
詩
教
育
に
は
、
詩
の
創
作
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
確
か

で
豊
か
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
育
て
る
、
と
い
う
大
事
な
役
割
が
あ
る
。
そ
の
役
割

を
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
実
践
で
あ
る
。

３
　
「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」
の
実
践
（
高
学
年
）

山
際
学
級
は
年
間
を
と
お
し
て
「
詩
を
書
く
」
ふ
ん
い
き
を
作
り
あ
げ
て
い
く
。「
詩

を
書
く
」
単
元
と
し
て
独
立
し
た
創
作
指
導
が
多
い
が
、
と
き
に
は
教
科
の
授
業
を
「
詩

を
書
く
」
授
業
に
切
り
か
え
る
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ

Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」（
小
学
校
六
年
生
）
と
い
う
実
践
は
、
後
者
の
実
践
例
で
あ
る
（
６
）。「
じ
ー

っ
と
、
見
つ
め
て
」「
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
」
を
詩
に
書
く
、
と
い
う
高

学
年
に
お
け
る
創
作
指
導
例
で
あ
る
。

あ
る
日
の
国
語
の
授
業
で
、「
見
る
こ
と
に
つ
い
て
」（
串
田
孫
一
）
と
い
う
説
明
文
の

学
習
の
と
き
で
あ
っ
た
。
教
材
は
私
た
ち
は
も
の
を
よ
く
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、

改
め
て
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
、
よ
く
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
記
録

し
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
教
訓
的
な
内
容

で
あ
っ
た
た
め
か
、
子
ど
も
た
ち
は
全
く
関
心
を
示
さ
な
い
。
そ
の
と
き
、
山
際
は
こ
の

説
明
文
の
授
業
を
、
次
の
よ
う
に
、「
詩
を
書
く
」
時
間
に
切
り
か
え
て
い
っ
た
。

わ
た
し
は
、
黒
板
い
っ
ぱ
い
に
、「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」
と
書
い
た
。

子
ど
も
た
ち
の
目
が
、
何
か
な
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
い
っ
ぺ
ん
に
輝
い
た
。「
サ
ム
シ

ン
グ
　
ニ
ュ
ー
。
わ
か
る
か
な
。」
と
言
っ
た
。「
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
」
と
付
け
加
え
、

「
Ｃ
Ｍ
」
と
黒
板
に
書
き
加
え
た
。

「
知
っ
て
る
。
知
っ
て
る
。」「
あ
れ
、
あ
れ
、
あ
れ
。
何
て
い
っ
た
か
な
。」「
ナ
シ

ョ
ナ
ル
の
。」「
そ
う
、
そ
う
、
何
だ
っ
た
か
な
。」
わ
た
し
は
、
黙
っ
て
「
ジ
ョ
ー

ジ
・
ル
ー
カ
ス
。」
と
黒
板
に
書
い
た
。「
思
い
だ
し
た
。
そ
や
、
そ
や
、
そ
や
。」「
本

を
じ
ー
っ
と
見
て
た
ら
、
と
ん
ぼ
に
な
っ
て
飛
ん
で
行
っ
た
り
し
て
…
。」

こ
こ
で
一
瞬
授
業
は
と
ま
り
、
映
画
の
好
き
な
子
の
映
画
談
義
に
花
が
さ
き
、
ス
ピ

ル
バ
ー
グ
の
名
前
が
出
て
き
た
り
し
て
、
教
室
は
、
さ
っ
き
ま
で
と
は
打
っ
て
変
わ
っ

て
、
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
。

説
明
文
の
授
業
は
、
突
然
に
板
書
さ
れ
た
一
語
に
よ
っ
て
、
一
瞬
の
う
ち
に
詩
の
創
作

に
切
り
替
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
ま
だ
、
そ
の
転
換
に
は
気
付
か
な

い
。
た
だ
教
室
は
「
さ
っ
き
ま
で
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
」。
詩

の
創
作
活
動
へ
の
舞
台
づ
く
り
の
場
面
と
い
え
る
。「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」

と
は
、「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
と
、
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
く
る
」
こ
と
を
表

す
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
こ
の
授
業
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
一
気
に

引
き
つ
け
る
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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話
が
一
段
落
し
た
の
を
見
は
か
ら
っ
て
、「
じ
ー
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
違
っ
た

も
の
が
見
え
て
く
る
。」
と
い
う
コ
ピ
ー
を
、
黒
板
に
書
き
だ
し
た
。「
見
る
こ
と
に
つ

い
て
」
の
文
章
を
何
度
も
読
ん
だ
後
、
わ
た
し
は
言
っ
た
。「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
『
見
る
こ
と
に
つ
い
て
』
の
内
容
は
、
同
じ
こ
と
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。」「
き
ょ
う
は
、
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る

と
、
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
。」「
い
つ
も
の
よ
う
に
、

事
実
の
描
写
、
様
子
を
く
わ
し
く
書
く
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
。」

こ
の
実
践
で
は
、
説
明
文
の
授
業
か
ら
「
詩
を
書
く
」
創
作
指
導
に
転
換
し
て
い
く
と

き
に
、
山
際
の
気
転
が
は
た
ら
い
て
い
る
。「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
と
、
い
つ
も

と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
「
め
あ
て
」
が
、
説
明
文
の
内

容
「
見
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
詩
の
創
作
課
題
に
切
り
替
え
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
対
象
を
「
見
つ
め
つ
づ
け
る
」
こ
と
は
、
対
象
の
新
た
な
一
面
を
発
見
し

て
い
く
と
き
の
有
力
な
認
識
方
法
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ

Ｅ
Ｗ
」
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
引
き
つ
け
る
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
と
、
創
作
詩
へ
の

関
心
は
一
気
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
に
刺
激
さ
れ
て
題
材
探
し
を
は
じ
め
て
い
っ
た
。

多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
友
達
の
こ
と
を
書
こ
う
と
し
は
じ
め
た
。
友
達
は
い
ち
ば
ん
身
近

な
題
材
で
あ
る
と
と
も
に
、「
じ
ー
と
、
見
つ
め
て
い
る
」
こ
と
が
で
き
る
題
材
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
く
る
」
コ
ト
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。「
Ｓ
Ｏ

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」
は
こ
の
と
き
、
子
ど
も
た
ち
に
見
る
こ
と
の
有
力
な
観
点

を
与
え
て
い
る
。

こ
の
と
き
生
ま
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
。

犬
　
　
　
　
六
年
　
仁
和
の
ぞ
み

ボ
ー
ル
の
よ
う
に
コ
ロ
コ
ロ
と
こ
ろ
が
る
小
犬
。

お
か
あ
さ
ん
の
お
っ
ぱ
い
に
、
ぶ
ど
う
の
実
に
な
り
な
が
ら
、

あ
た
た
か
い
お
乳
を
す
っ
て
い
る
。

小
屋
を
の
ぞ
く
と
、

私
が
磁
石
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、

小
犬
が
近
づ
い
て
く
る
。

小
犬
た
ち
が
き
て
く
れ
る
と
、
う
れ
し
く
な
っ
て
、

わ
た
し
も
犬
の
仲
間
入
り
。

い
つ
か
は
こ
い
つ
た
ち
も
マ
マ
か
ら
は
な
れ
て
、

ぶ
ど
う
が
ポ
ロ
ポ
ロ
お
ち
て
い
く
。

秋
の
終
わ
り
が
近
い
ん
だ
。

春
木
く
ん
　
　
　
　
六
年
　
松
下
佳
子

い
き
な
り
見
え
ま
す
の
は
、
ま
っ
白
に
輝
く
歯
で
ご
ざ
い
ま
す
。

お
次
は
、
チ
リ
チ
リ
の
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の
よ
う
な
毛
で
ご
ざ
い
ま
す
。

自
分
で
は
き
り
り
と
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
、
た
れ
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
は
、
春
木
く
ん
の
よ
い
と
思
う
と
こ
ろ
ば
っ
か
り
だ
っ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、

い
や
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
胴
体
が
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ド
の
上
級
な
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。

悪
い
こ
と
は
、
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

た
と
え
ば
、
口
は
、
ど
ん
な
こ
と
も
ご
ま
か
す
悪
い
口
で
ご
ざ
い
ま
す
。

す
く
え
る
道
は
、
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

ご
ざ
い
ま
し
た
。
／
ご
ざ
い
ま
し
た
。
／
そ
れ
は
、
た
だ
一
つ
。

友
情
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
、
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

「
犬
」
は
、
子
犬
の
愛
ら
し
さ
を
「
ぶ
ど
う
の
実
」
に
た
と
え
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

「
春
木
く
ん
」
は
、
ご
く
親
し
い
友
達
の
悪
口
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
と
／
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
」
で

あ
っ
た
。
子
犬
や
友
人
の
存
在
感
を
豊
か
に
表
現
し
た
、
高
学
年
ら
し
い
作
品
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
と
、
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
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こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
指
示
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
。「
見
た
ま
ま
」
で
な
く
、

「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
」
こ
と
で
発
見
で
き
た
、「
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
た
こ
と
」

で
あ
る
。
見
慣
れ
た
風
景
を
見
慣
れ
な
い
風
景
に
変
容
せ
し
め
て
い
く
、
と
い
う
異
化
の

原
理
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
。

作
品
「
犬
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
作
者
は
、
比
喩
を
使
っ
て
対
象
を
う
ま
く
と
ら

え
て
い
る
。
母
犬
の
乳
房
に
む
ら
が
る
小
犬
の
様
子
を
「
ぶ
ど
う
の
実
」
に
た
と
え
て
い

る
が
、
そ
こ
に
作
者
の
子
犬
を
見
る
温
か
い
思
い
が
表
れ
て
い
る
「
ぶ
ど
う
の
実
」
の
比

喩
は
、
作
者
の
目
に
そ
の
よ
う
に
見
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
も
ま
た
、

子
犬
を
「
じ
ー
っ
と
み
つ
め
て
」
い
て
、「
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
」
を
書

い
た
作
品
で
あ
る
。
い
つ
も
の
小
犬
の
様
子
と
違
っ
て
、「
見
つ
め
つ
づ
け
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
見
え
た
子
犬
の
愛
ら
し
い
世
界
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。「
ぶ
ど
う
の
実
」
の
比

喩
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
者
が
子
犬
を
ど
う
見
て
い
る
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

作
品
「
春
木
く
ん
」
に
つ
い
て
、
山
際
は
次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

「
春
木
く
ん
」
は
、
書
き
出
し
の
面
白
さ
が
目
を
引
く
。
突
然
の
書
き
出
し
と
丁
寧

言
葉
の
「
…
ご
ざ
い
ま
す
。」
の
表
現
が
、
不
思
議
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
前

半
、
丁
寧
言
葉
の
「
…
ご
ざ
い
ま
す
。」
が
、
ち
ょ
っ
と
お
ど
け
た
よ
う
な
、
ま
た
、

ち
ょ
っ
と
駄
洒
落
っ
ぽ
い
印
象
を
読
む
も
の
に
与
え
、
作
品
全
体
を
な
ご
や
か
な
も
の

に
し
て
い
る
。
後
半
、「
悪
い
こ
と
は
、
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、」
と
、

悪
い
こ
と
を
書
い
て
は
い
る
の
だ
が
、
文
末
を
「
…
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
丁
寧
な
語
り

口
調
に
し
た
た
め
に
、「
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ん
。」
と
、
読
み
手
も
聞
く
姿
勢
に
な
っ

て
、
松
下
さ
ん
の
考
え
方
に
「
ふ
ん
。」「
ふ
ん
。」
と
つ
い
て
い
け
る
。

「
す
く
え
る
道
は
、
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。」
と
、
自
問
に
答
え
よ
う
と
、

い
つ
も
と
違
う
春
木
く
ん
を
探
そ
う
と
す
る
松
下
さ
ん
。「
ご
ざ
い
ま
し
た
。」「
ご
ざ

い
ま
し
た
。」
と
同
じ
言
葉
を
か
さ
ね
た
表
現
か
ら
、
春
木
く
ん
の
良
さ
を
見
つ
け
て

喜
ん
で
い
る
松
下
さ
ん
の
様
子
が
、
伝
わ
っ
て
く
る
。

最
後
に
、「
友
情
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
、
決
定
…
」
し
た
と
こ
ろ
に
、
春
木
く
ん
の

こ
と
を
書
き
な
が
ら
、
松
下
さ
ん
の
人
間
観
が
出
て
い
て
、
う
れ
し
い
気
持
ち
が
す
る
。

山
際
が
子
ど
も
た
ち
の
作
品
の
ど
こ
を
み
て
い
る
か
、
よ
く
わ
か
る
批
評
で
あ
る
。
作

品
「
春
木
く
ん
」
は
、「
い
つ
も
と
違
う
春
木
く
ん
を
探
そ
う
」
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

そ
し
て
、
悪
口
を
重
ね
な
が
ら
、
書
い
て
い
く
う
ち
に
最
後
の
方
で
「
春
木
く
ん
の
良
さ
」

を
見
出
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
際
は
そ
こ
に
「
松
下
さ
ん
の
人
間
観
が
出
て
い
て
、
う

れ
し
い
」
と
批
評
し
て
い
る
。
児
童
詩
の
す
ぐ
れ
た
批
評
と
は
、
作
品
の
巧
拙
を
み
て
い

く
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
詩
の
表
現
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
み
て
い

く
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
実
践
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ
と
」
を
見
つ

け
よ
う
と
し
て
、
対
象
を
見
つ
め
て
い
く
う
ち
に
、
お
の
ず
と
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
。「
じ
ー
っ
と
、
見
つ
め
て
い
る
と
、
い
つ
も
と
違
っ
て
見
え
て
き
た
こ

と
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
「
め
あ
て
」
は
、
表
現
対
象
を
「
見
つ
め
つ
づ
け
る
」
こ

と
で
、
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
の
新
た
な
存
在
性
を
、「
詩
を
書
く
」
こ
と
を
通
し
て
発
見

し
て
い
く
、
と
い
う
実
践
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
実
践
に
お
い
て
も
、「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ

Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」
と
い
う
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

４
　
比
喩
に
よ
る
詩
の
創
作
指
導

比
喩
は
詩
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
表
現
法
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
の
創
作
指
導

に
お
い
て
は
、
比
喩
に
よ
る
表
現
開
発
は
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
比
喩

と
い
う
表
現
法
を
使
っ
て
モ
ノ
・
コ
ト
の
存
在
感
を
表
現
す
る
、
そ
う
い
う
詩
の
創
作
指

導
は
で
き
な
い
も
の
か
。
こ
の
課
題
に
対
し
て
、
私
た
ち
の
研
究
会
（
大
阪
こ
と
ば
教
育

研
究
会
）
で
共
同
研
究
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
７
）。「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
同
じ

題
名
で
、
小
学
生
、
中
学
生
に
詩
を
書
い
て
も
ら
い
比
較
研
究
を
す
る
、
と
い
う
共
同
研

究
で
あ
っ
た
。

「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
言
い
方
は
比
喩
表
現
で
あ
る
。
悲
し
み
と
い
う
感
情

を
モ
ノ
に
仮
託
し
た
言
い
方
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
比
喩
表
現
を
詩
の
創
作
指
導
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
に
開
発
し
て
い
く
か
、
興
味
ぶ
か
い
課
題
で
あ
っ
た
。

異
化
論
と
の
関
係
で
み
る
と
、
比
喩
と
い
う
表
現
法
は
異
化
の
現
象
を
作
り
出
す
有
力

な
方
法
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
比
喩
は
、
モ
ノ
と
こ
と
ば
の
あ

い
だ
に
新
し
い
関
係
を
生
み
出
す
表
現
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
は
、
池
上
嘉
彦
の
比
喩
論
に
出
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
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池
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
８
）。

は
じ
め
は
ち
ょ
っ
と
変
な
感
じ
が
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
少
女
の
悲
シ
ミ
」
と

か
、「
太
郎
サ
ン
の
悲
シ
ミ
」
と
か
で
あ
れ
ば
す
ぐ
分
か
り
ま
す
が
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲

シ
ミ
」
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
わ
け
の
分
か
ら
な
い
表
現
か

と
い
う
と
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
な
ん
と
な
く
面
白
い
表
現
だ
と
い
う
感

じ
が
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
研
究
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
一
節
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
の
学
級
で
も
、
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
と
「
ふ
つ
う
の
言
い
方
で
は
な
い
が
、

な
ん
と
な
く
面
白
い
ね
」
と
い
う
こ
と
の
確
認
か
ら
入
っ
て
い
く
と
、
子
ど
も
た
ち
は
そ

の
こ
と
に
同
意
を
示
し
た
。
比
喩
っ
て
お
も
し
ろ
い
な
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。

池
上
は
、
つ
ぎ
の
段
階
で
、「
な
ん
と
な
く
面
白
い
」
こ
と
を
よ
り
確
か
に
解
明
す
る

た
め
に
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
身
に
な
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
読
者
に
提
案
し
て
い
る
。

ケ
シ
ゴ
ム
は
毎
日
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
丸
く
な
り
、
汚
れ
、
小
さ
く
な
っ
て
い
く
。
そ

し
て
、
あ
る
日
捨
て
ら
れ
と
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
ケ
シ
ゴ
ム
の
運
命
を
、
池
上
は
、

「
そ
の
と
き
の
ケ
シ
ゴ
ム
の
気
持
ち
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と
悲
し
い
で

し
ょ
う
ね
。
思
え
ば
、
ケ
シ
ゴ
ム
は
か
わ
い
そ
う
な
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
の
運
命
を
「
悲
し
み
」
と
と
ら
え
て
い
る
。

池
上
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
あ
と
、
比
喩
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
（
９
）。こ

こ
で
も
う
い
ち
ど
、
最
初
の
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
シ
ミ
」
と
い
う
表
現
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
も
う
変
だ
な
、
と
い
う
感
じ
は
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
な

に
か
詩
の
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
に
新
鮮
な
み
ず
み
ず
し
い
印
象
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
通
し
て
、
ケ
シ
ゴ
ム
と
い
う
な
ん
で
も
な
い
は

ず
の
も
の
が
、
い
ま
ま
で
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。（
中
略
）
私
た
ち

の
日
常
の
生
活
で
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
文
房
具
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
シ
ミ
」
と
い
う
表
現
と
の
出
会
い
の
あ
と
で
は
、
私
た
ち
は

ケ
シ
ゴ
ム
の
よ
う
な
も
の
と
も
気
持
ち
が
通
じ
る
と
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
ケ
シ
ゴ
ム

が
私
た
ち
の
文
房
具
で
は
な
く
、
仲
間
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
新
し
い
世
界
へ
導
き

入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
と
ば
は
私
た
ち
の
日
常
の
世
界
の
こ
と
が
ら
を
表
し
た
り
、

伝
え
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
新
し
い
世
界
を
生
み
だ
し
て
い
く
力
を
持
っ
て

い
ま
す
。

私
た
ち
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
比
喩
の
表
現
力
と
し
て
の
機
能

で
あ
っ
た
。「
こ
と
ば
は
…
自
分
で
新
し
い
世
界
を
生
み
だ
し
て
い
く
力
を
持
っ
て
い
ま

す
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
池
上
は
、
比
喩
を
単
に
技
法
と
し
て
で
は
な
く
、
対

象
を
新
し
く
認
識
し
、
表
現
す
る
方
法
と
み
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
比
喩
と
い
う
表
現
法

が
本
質
的
に
異
化
の
作
用
を
つ
よ
く
内
包
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。「
ケ
シ
ゴ

ム
と
い
う
な
ん
で
も
な
い
は
ず
の
も
の
が
、
い
ま
ま
で
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
見
え
て
き

ま
す
」
と
い
う
指
摘
は
、
ま
さ
に
異
化
の
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
私
た
ち
の
実
践
で
は
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
比
喩
の
面
白
さ
を
確

認
し
た
後
で
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
、
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い
を
提
示
し
、

そ
の
疑
問
に
対
し
て
「
詩
を
書
く
」
こ
と
で
答
え
て
み
よ
う
、
と
創
作
を
指
示
し
た
。
比

喩
の
力
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
表
現
意
欲
を
引
き
出
せ
る
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ど
の
学
級
で
も
、
子
ど
も
た
ち
は
興
味
を
も
っ
て
こ
の
課
題
に
取
り
組

み
、
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
っ
た
。
以
下
、
子
ど
も
た
ち
の
作
品
を
紹
介
し
な
が
ら
、
学

年
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
か
、
分
析
を
し
て
み
た
い
。
参
加
メ
ン
バ
ー

の
担
当
学
年
と
の
関
係
で
、
小
学
校
は
四
年
と
六
年
、
中
学
校
は
三
年
生
の
学
級
を
対
象

と
し
、
作
品
は
そ
の
学
年
の
特
徴
を
表
す
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

た
と
え
ば
小
学
校
四
年
生
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
い
る
。

①
　
ぼ
く
は
　
ケ
シ
ゴ
ム

小
四
　

Ｕ
・
Ｍ
（
男
子
）

よ
ご
れ
て
も
　
よ
ご
れ
て
も

あ
ら
っ
て
く
れ
な
い

よ
ご
さ
れ
て
　
ち
び
て
い
く
ば
か
り
だ

さ
い
ご
に
は
　
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
ん
な
人
生
い
や
だ
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こ
ん
ど
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら

人
間
に
な
っ
て

体
を
あ
ら
っ
て
み
た
い
。

②
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み

小
四

Ｎ
・
Ｍ
（
女
子
）

ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
。

そ
れ
は
、
ち
ぎ
ら
れ
る
こ
と
。

そ
れ
は
、
な
げ
ら
れ
る
こ
と
。

わ
た
し
を
見
て
！
　
も
う
半
分
。

わ
た
し
の
方
が
よ
く
消
せ
る
の
に

か
わ
い
い
ケ
シ
ゴ
ム
に
ま
け
て
る
の
。

わ
た
し
で
あ
そ
ば
な
い
で
。

先
生
の
話
を
よ
く
聞
い
て
。

ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
。

そ
れ
は
　
人
の
悲
し
み
。

③
　
け
し
ご
む
の
か
な
し
み
　
　
　
　
小
六
　
Ｈ
・
Ｍ
（
女
子
）

け
し
ご
む
が
　
な
い
て
い
る

で
も

こ
え
が
　
き
こ
え
な
い

な
み
だ
も
　
で
て
こ
な
い

で
も

な
い
て
い
る
の
だ

④
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
　
　
　
　
　
小
六
　
Ｋ
・
Ｙ
（
男
子
）

ケ
シ
ゴ
ム
は

い
つ
も
ふ
で
ば
こ
の
な
か
で

え
ん
ぴ
つ
や
も
の
さ
し
を
消
し
て
し
ま
う
。

な
に
を
し
よ
う
と
し
て
も

み
ん
な
消
え
て
し
ま
う
。

ケ
シ
ゴ
ム
は
　
友
達
を

つ
く
っ
て
も
　
つ
く
っ
て
も

け
し
て
し
ま
う
。

ケ
シ
ゴ
ム
は

自
分
の
せ
い
し
つ
を

と
て
も
悲
し
く
お
も
っ
て
い
る
。

小
学
生
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
に
ケ
シ
ゴ
ム
の
身
に
な
っ
て
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
「
悲
し
み
」
は
、
小
さ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
。
ち
ぎ
ら
れ
た
り
、
捨
て
ら
れ
た
り
す
る

こ
と
。
ケ
シ
ゴ
ム
の
立
場
に
な
っ
て
み
て
、
初
め
て
そ
の
「
悲
し
み
」
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
い
う
内
容
の
作
品
が
多
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
「
悲
し
み
」

を
引
き
出
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
比
喩
の
力
で
あ
っ
た
。

比
喩
の
力
に
よ
っ
て
、
初
め
て
ケ
シ
ゴ
ム
の
「
悲
し
み
」
を
想
像
し
実
感
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
同
じ
小
学
生
で
も
、
四
年
生
（
中
学
年
）
と
六
年
生
（
高
学
年
）
で
は
、
作
品

の
内
容
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
①
②
（
中
学
年
）
の
作
品
に
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
の
立
場
に
な

っ
て
み
て
、
そ
の
悲
し
み
に
初
め
て
気
づ
い
た
、
と
い
う
同
情
的
な
気
持
ち
が
よ
く
出
て

い
る
。
し
か
し
、
③
④
（
高
学
年
）
の
作
品
に
な
る
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
悲

し
み
っ
て
何
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
「
悲
し
み
」
に
対
す
る
関
心
も
表
れ
て
い
た
。
③

は
ひ
ら
が
な
だ
け
を
使
っ
て
、「
な
く
」
こ
と
の
悲
し
み
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
④
は
な
か
な
か
友
達
が
で
き
な
い
悲
し
み
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
③
④
は
ケ
シ

ゴ
ム
の
悲
し
み
は
他
人
事
と
は
思
え
な
い
で
、
悲
し
み
と
い
う
感
情
そ
の
も
の
を
書
こ
う

と
し
た
作
品
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
学
年
発
達
の
微
妙
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
そ
の

差
異
も
ま
た
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
比
喩
の
力
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
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次
に
中
学
生
（
三
年
生
）
の
作
品
を
み
て
い
く
。

⑤
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み

中
三
　
Ｓ
・
Ｋ
（
男
子
）

え
ん
ぴ
つ
か
ら
は
文
字
や
絵
が
　
生
ま
れ
て
く
る
。

し
か
し
　
ケ
シ
ゴ
ム
か
ら
は
　
な
に
も
生
ま
れ
な
い
。

ノ
ー
ト
に
は
文
字
や
絵
を
　
未
来
に
残
す
力
が
あ
る
。

し
か
し
、
ケ
シ
ゴ
ム
は
　
何
も
残
せ
な
い
。

ケ
シ
ゴ
ム
は
い
つ
も
黒
ず
ん
で
い
る
。

ま
る
で
せ
ん
た
く
物
み
た
い
に
、

黒
い
涙
を
な
が
し
て
い
る
。

ケ
シ
ゴ
ム
は
消
し
て
い
る
の
に
、

な
ぜ
か
自
分
も
消
え
て
い
く
。

知
ら
ぬ
ま
に
消
え
て
い
く
、

か
わ
い
そ
う
な
ケ
シ
ゴ
ム
。

こ
の
作
品
は
、
鉛
筆
や
ノ
ー
ト
と
比
較
し
て
ケ
シ
ゴ
ム
の
「
何
も
残
せ
な
い
」
こ
と
を

悲
し
み
と
し
て
い
る
。「
知
ら
ぬ
ま
に
消
え
て
い
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
対
象
を
か
な
り

客
観
的
に
見
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
池
上
の
い
う
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
運
命
」
と
い
う
発
想
で

あ
る
。
た
だ
、
中
学
生
に
こ
の
タ
イ
プ
の
作
品
は
少
な
く
、
次
の
よ
う
に
「
ケ
シ
ゴ
ム
の

悲
し
み
」
に
自
分
自
身
の
悲
し
み
を
仮
託
し
た
よ
う
な
作
品
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
小
学

生
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
中
学
生
の
特
徴
と
い
え
る
。

⑥
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み

中
三
　
Ｋ
・
Ｈ
（
女
子
）

ど
う
か
苦
し
め
な
い
で

毎
日
の
よ
う
に
こ
き
つ
か
わ
れ

小
さ
く
な
る
と
忘
れ
ら
れ
る
。

ど
う
ぞ
私
を
苦
し
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。

私
は
生
き
て
い
る
。

私
は
心
を
も
っ
て
い
る
。

⑦
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み

中
三
　
Ｋ
・
Ｅ
（
女
子
）

消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
悲
し
み
が

私
に
は
他
人
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
。

な
ぜ
っ
て

消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
悲
し
む
た
び
に

私
の
心
も
す
り
へ
っ
て
い
く
。

他
人
の
悲
し
み
を
身
を
も
っ
て
感
じ
る
か
ら
。

悲
し
み
を
た
く
さ
ん
味
わ
っ
て

何
も
つ
く
り
だ
す
こ
と
な
く

人
知
れ
ず
消
え
て
い
く
。

「
時
」
と
い
う
な
く
な
ら
な
い
も
の
に
消
さ
れ

い
ず
れ
存
在
が
消
え
て
い
く

だ
れ
も
知
ら
な
い
私
の
悲
し
み
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
表
向
き
は
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
詩
の
中
の
ケ
シ
ゴ
ム
に
自
分
自
身
を
重
ね
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
を
想
像
し
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
で
き
あ
が
っ
た

作
品
に
は
作
者
自
身
の
悲
し
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
私
は
生
き
て
い
る
」

（
⑥
）「
だ
れ
も
知
ら
な
い
私
の
悲
し
み
」（
⑦
）
の
「
私
」
は
、「
話
者
」（
題
材
の
ケ
シ

ゴ
ム
）
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
「
作
者
」
自
身
の
こ
と
の
よ
う
に
も
読
め
る

か
ら
で
あ
る
。
中
学
生
の
作
品
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
悲
し
み
を
ケ
シ
ゴ
ム

と
共
有
し
て
い
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
ケ
シ
ゴ
ム
に
仮
託
し
て
自
己
の
悲
し
み
を
語
る
、
と

い
う
自
己
表
現
の
世
界
と
み
て
も
よ
い
。
そ
う
い
う
傾
向
は
中
学
生
の
多
く
の
作
品
に
み

ら
れ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
徒
た
ち
は
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
比
喩
と
出
会
わ
な

か
っ
た
ら
、「
モ
ノ
の
悲
し
み
」
に
「
私
の
悲
し
み
」
を
重
ね
て
表
現
す
る
こ
と
は
な
か
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っ
た
で
あ
ろ
う
。
詩
の
創
作
指
導
の
役
割
が
そ
こ
に
あ
る
。。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
作
品
も
あ
っ
た
。
一
種
の
恋
歌
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

⑧
　
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み

中
三
　
Ｔ
・
Ｋ
（
女
子
）

な
に
げ
な
い
ケ
シ
ゴ
ム

な
く
て
は
な
ら
な
い
ケ
シ
ゴ
ム

書
け
ず
に
何
度
も
消
し
た

私
の
気
持
ち
を
知
っ
て
い
る
ケ
シ
ゴ
ム

心
の
数
だ
け
消
し
て
き
た

伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
気
持
ち
を

知
っ
て
い
る

心
の
ケ
シ
ゴ
ム

こ
の
作
品
で
は
、「
心
の
ケ
シ
ゴ
ム
」
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。「
私
の
気
持
ち

を
知
っ
て
い
る
ケ
シ
ゴ
ム
」
と
い
う
言
い
方
に
も
、「
私
」（
作
者
）
に
力
点
が
あ
る
。
や

は
り
、
ケ
シ
ゴ
ム
の
世
界
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
者
自
身
の
自
己
表
現
の
世
界
で
も
あ

る
。
題
材
は
ケ
シ
ゴ
ム
で
あ
る
が
、、
実
は
作
者
自
身
の
「
悲
し
み
」
の
姿
で
も
あ
る
。

多
く
の
作
品
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
実
践
研
究
か
ら
は
、
池
上
の
い
う
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
確
認
で
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
１０
）。

日
常
の
生
活
で
、
わ
た
し
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
頭
で
考
え
た
り
、
心
で
感
じ

た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
外
へ
表
し
た
い
と
か
、
他
の
人
に
伝
え
た
い
、
と
思

う
と
き
に
は
、
こ
と
ば
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
ば
の
大
切
な
働
き
で

す
。
で
も
、
こ
と
ば
は
い
つ
も
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
を
表
し
た
り
、
伝
え
た
り

し
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
を
先
に
つ
く
り
だ
し

て
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
は
じ
め
て
考
え
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り

ま
す
。

こ
と
ば
は
、
伝
達
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
考
え
た
り
、

感
じ
た
り
す
る
」
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
の
よ
う
な
比

喩
に
よ
る
意
味
生
成
の
機
能
で
あ
る
。
今
回
の
私
た
ち
の
共
同
研
究
は
、
ま
さ
に
そ
の
事

実
を
、
詩
の
創
作
指
導
を
通
し
て
実
証
す
る
、
と
い
う
試
み
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。
比
喩

と
い
う
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
引
き
出
そ
う
、
と
い
う
実
践

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実
践
で
も
「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
と
い
う
キ
ー
フ
レ
ー

ズ
が
大
き
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
。

５
　
「
け
し
ゴ
ム
」（
ま
ど
・
み
ち
お
）
の
授
業

詩
人
の
ま
ど
・
み
ち
お
に
、
同
じ
よ
う
な
題
材
の
詩
が
あ
る
（
詩
集
『
物
の
う
た
』
一

九
七
四
）。け

し
ゴ
ム
　
　
　
　
　
ま
ど
・
み
ち
お

自
分
が
　
書
き
ち
が
え
た
の
で
も
な
い
が

い
そ
い
そ
と
　
け
す

自
分
が
書
い
た
　
ウ
ソ
で
も
な
い
が

い
そ
い
そ
と
　
け
す

自
分
が
よ
ご
し
た
　
よ
ご
れ
で
も
な
い
が

い
そ
い
そ
と
　
け
す

そ
し
て
　
け
す
た
び

け
っ
き
ょ
く
　
自
分
が
ち
び
て
い
っ
て

き
え
て
　
な
く
な
っ
て
し
ま
う

い
そ
い
そ
と
　
い
そ
い
そ
と

正
し
い
と
　
思
っ
た
こ
と
だ
け
を
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ほ
ん
と
う
と
　
思
っ
た
こ
と
だ
け
を

美
し
い
と
　
思
っ
た
こ
と
だ
け
を

身
が
わ
り
の
よ
う
に
　
の
こ
し
て
お
い
て
　

私
の
分
類
で
い
う
と
、
存
在
型
の
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
思
想
型
の
作
品
で
も
あ
る
。

ケ
シ
ゴ
ム
と
い
う
モ
ノ
の
存
在
性
を
明
示
し
、
同
時
に
ケ
シ
ゴ
ム
の
「
消
す
」
と
い
う
現

象
に
対
し
て
新
た
な
意
味
づ
け
を
試
み
た
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
く
り
か
え
さ
れ
る
「
い

そ
い
そ
と
」
と
は
、「
う
れ
し
さ
に
心
を
は
ず
ま
せ
て
動
作
を
す
る
さ
ま
」（『
日
本
国
語

大
辞
典
』）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
書
き
ち
が
え
」
も
「
ウ
ソ
」
も
「
よ
ご
れ
」
も
自
分

で
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
に
、
そ
れ
で
も
「
い
そ
い
そ
と
　
け
す
」
と
い
う
ケ
シ
ゴ
ム
で

あ
る
。
私
た
ち
の
実
践
の
児
童
詩
に
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
も
っ
た
作
品
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
の
及
ば
な
い
次
元
で
「
ケ
シ
ゴ
ム
の

悲
し
み
と
喜
び
」
を
と
ら
え
た
作
品
と
い
え
る
。

文
芸
学
者
の
西
郷
竹
彦
は
、
こ
の
詩
を
教
材
と
し
た
実
験
授
業
（
五
、
六
年
複
式
学
級
）

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
１１
）。
こ
の
詩
に
み
ら
れ
る
比
喩
・
擬
人
法
・
倒
置
法
な
ど
の
詩
の
表

現
法
を
指
導
す
る
授
業
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
ケ
シ
ゴ
ム
の
「
消
す
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
と
い
う
意
味
を
問
う
授
業
で
も
あ
っ
た

こ
の
授
業
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
っ
て
ど
ん
な
も
の
か
な
、
と
い
う
問
い
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
消
す
、
便
利
、
小
さ
く
な
る
、
や
わ
ら
か
い
、
い
い
に
お
い
、
い

ろ
ん
な
形
、
な
ど
の
意
見
が
出
た
。
ケ
シ
ゴ
ム
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
常
識
的
な
見
方

で
あ
る
。
一
人
だ
け
「
痛
い
」
と
い
う
子
ど
も
が
い
た
が
、
う
ま
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
と
い
え
ば
そ
の
役
割
と
外
観
を
見
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
授
業
者
は
、「
ま
ど
さ
ん
は
、
み
ん
な
と
同
じ
見
方
か
な
、
違
う
見
方
か
な
」

と
問
い
つ
つ
、
一
連
を
板
書
す
る
。
板
書
で
は
、「
い
そ
い
そ
と
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
空
欄

に
な
っ
て
い
た
。

自
分
が
　
書
き
ち
が
え
た
の
で
も
な
い
が

（

）

け
す

そ
し
て
、
前
後
の
文
脈
か
ら
空
欄
の
言
葉
を
想
像
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
子

ど
も
た
ち
は
、「
ご
し
ご
し
と
」「
つ
よ
く
」「
て
い
ね
い
に
」「
き
れ
い
に
」
な
ど
の
言
葉

を
あ
げ
て
、
そ
の
言
葉
だ
と
思
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
っ
た
。
そ
の
あ
と
で
、
ゆ
っ
く

り
と
空
欄
に
「
い
そ
い
そ
と
」
と
板
書
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
い
そ
い
そ
と
」
と
は
、
自

分
か
ら
進
ん
で
や
る
こ
と
、
誰
か
に
言
わ
れ
た
か
ら
や
る
の
で
は
な
く
、
う
れ
し
さ
に
心

を
は
ず
ま
せ
て
す
る
こ
と
、
と
説
明
さ
れ
た
。

空
欄
に
「
い
そ
い
そ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
が
入
っ
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
た
い
へ
ん

驚
い
た
。
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
し
た
こ
と

（
書
き
ち
が
え
、
ウ
ソ
、
よ
ご
れ
）
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
「
い
そ
い
そ
と
」（
う
れ
し
さ

に
心
を
は
ず
ま
せ
て
）
な
の
か
、
と
い
う
驚
き
で
あ
る
。
こ
の
受
容
反
応
か
ら
、「
い
そ

い
そ
と
」
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
異
化
作
用
の
つ
よ
い
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
し
か
も
、
こ
の
詩
の
中
で
「
い
そ
い
そ
と
」
は
、
全
連
で
く
り
か
え
さ
れ
る
リ
フ
レ

ー
ン
で
も
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
に
与
え
る
言
葉
の
印
象

も
強
い
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
後
で
、「
ま
ど
さ
ん
は
、
ケ
シ
ゴ
ム
を
ど
う
み
て
い
る
の
か
な
」
と
問
い
つ
つ
、

「
い
そ
い
そ
と
　
け
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
四
連
ま
で
各
連
ご
と
に
読
み
取

り
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
の
表
現
法
に
つ
い
て
、
擬
人
法
で
で
き
て
い

る
こ
と
、
擬
人
法
は
活
喩
と
も
い
う
こ
と
、
と
説
明
さ
れ
た
。
比
喩
表
現
の
指
導
で
あ

る
。五

連
に
つ
い
て
は
、「
身
が
わ
り
の
よ
う
に
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
、「
の
こ
し
て

お
い
て
」
は
ど
こ
に
戻
っ
て
い
く
の
か
な
、
と
問
い
つ
つ
考
え
さ
せ
て
い
っ
た
。「
身
が

わ
り
の
よ
う
に
」
は
比
喩
表
現
で
あ
り
、「
身
が
わ
り
」
は
一
連
〜
四
連
の
す
べ
て
を
ふ

ま
え
て
い
る
こ
と
、「
の
こ
し
て
お
い
て
」
は
四
連
の
「
き
え
て
　
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」

に
戻
っ
て
い
く
の
で
倒
置
法
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
。
詩
の
表
現
法
の

指
導
で
あ
る
。

こ
の
授
業
は
、「
み
ん
な
の
最
初
の
見
方
と
、
ま
ど
・
み
ち
お
さ
ん
の
見
方
を
く
ら
べ

て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
話
題
で
し
め
く
く
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
も

の
の
見
方
は
、「
お
も
し
ろ
さ
・
美
」
と
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
西
郷
文
芸
学
の
美

の
定
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
は
ま
ど
さ
ん
の
「
け
し
ゴ
ム
」
と
い
う
詩
の
勉
強
を
し

た
の
で
、
今
度
は
「
え
ん
ぴ
つ
」
と
い
う
題
の
詩
を
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
宿
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題
が
出
さ
れ
て
、
こ
の
授
業
は
終
わ
っ
た
。

こ
の
授
業
は
、
比
喩
、
擬
人
法
、
倒
置
法
な
ど
の
詩
の
表
現
法
を
中
心
と
し
た
指
導
で

あ
っ
た
が
、
ま
ど
・
み
ち
お
の
詩
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
「
も
の
の
見
方
・
考
え
方

を
育
て
る
」
と
い
う
明
確
な
ね
ら
い
を
も
っ
た
授
業
で
も
あ
っ
た
。
西
郷
の
文
芸
教
育
学

の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
の
詩
を
書
い
た
後

で
、
こ
の
詩
を
学
習
さ
せ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
ケ
シ
ゴ
ム
の
悲
し
み
」
で
詩
を

書
い
た
子
ど
も
た
ち
で
あ
れ
ば
、
ま
ど
の
詩
の
「
い
そ
い
そ
と
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
や
、

「
身
が
わ
り
の
よ
う
に
　
の
こ
し
て
お
い
て
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
、
自
分
た
ち
の
作
品
に
は

な
い
、
全
く
新
し
い
思
想
（
見
方
・
考
え
方
）
を
実
感
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

る
。
詩
の
創
作
指
導
は
、
創
作
で
終
る
の
で
な
く
、
ま
ど
の
「
け
し
ゴ
ム
」
の
よ
う
な
、

児
童
・
生
徒
作
品
に
は
み
ら
れ
な
い
存
在
性
、
思
想
性
を
も
っ
た
作
品
を
、
併
せ
て
教
材

化
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
詩
教
育
に
お
い
て
、
創
作
と
受
容
を
交
流
さ
せ
る
相
互
的

な
関
連
指
導
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

研
究
の
ま
と
め

詩
の
創
作
指
導
と
は
ど
の
よ
う
な
教
育
な
の
か
。
山
際
鈴
子
は
、
児
童
詩
教
育
と
は
何

か
、
と
い
う
問
い
を
問
い
つ
づ
け
て
き
た
実
践
者
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
に
な
ぜ
詩
を

書
か
か
せ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
１２
）。

美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
、
み
に
く
い
も
の
は
本
当
に
み
に
く
い
の
か
と
考
え

る
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
自
分
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
関
心
を
持
ち
、
さ
ら
に
、

自
分
を
取
り
巻
く
人
た
ち
に
愛
着
を
持
ち
、
見
続
け
な
が
ら
、
も
の
を
見
る
力
を
つ
け

て
ほ
し
い
。
ま
た
、
見
つ
め
続
け
る
中
で
み
つ
け
た
自
分
の
発
見
を
、
は
っ
き
り
表
現

で
き
る
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
力
を
も
っ
た
人
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ

の
た
め
に
、
詩
を
書
か
せ
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
け
る
の
か
。
子
ど

も
に
詩
を
書
か
せ
な
が
ら
考
え
続
け
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
む
ず
か
し
く
、
な
か
な
か
明
快
な
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
自
分
の
「
見
方
」
を
新
し
く
創
造
し
、
よ
り
確
か
な

も
の
に
し
、「
見
る
力
」
を
つ
け
る
た
め
に
詩
を
書
か
せ
る
の
だ
と
考
え
る
と
、
こ
れ

ま
で
考
え
続
け
て
き
た
問
題
が
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

最
初
の
実
践
集
『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
』（
一
九
九
〇
）
の

「
あ
と
が
き
」
の
一
節
で
あ
る
。

私
の
最
初
の
詩
教
育
論
は
、「
見
方
の
詩
教
育
」
で
あ
っ
た
。『
新
し
い
詩
教
育
の
理
論
』

（
一
九
八
三
）
で
主
張
し
た
教
育
理
論
で
あ
る
。
私
の
詩
教
育
論
は
「
詩
の
受
容
（
鑑
賞
）」

指
導
の
分
野
を
対
象
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
山
際
は
、
創
作
指
導
の
分
野
の
実
践
家
で
あ

っ
た
が
、
と
も
に
「
も
の
の
見
方
を
育
て
る
」
こ
と
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
、

共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
（
１３
）
。
本
論
文
で
取
り
扱
っ
た
山
際
の
実
践
と
、
私
た
ち
の
実
践
に

共
通
す
る
こ
と
も
ま
た
、
詩
の
創
作
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
「
も
の
の
見
方
を
育

て
る
」
と
い
う
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
存
在
型
の
詩
の
創
作
指
導
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
提
示
し
て
み
た
。

こ
う
い
っ
た
実
践
を
モ
デ
ル
に
、
今
後
、
い
ろ
い
ろ
な
実
践
が
開
発
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

期
待
し
た
い
。（
な
お
、
本
稿
の
実
践
分
析
に
は
、
既
発
表
の
論
文
と
一
部
重
複
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。）

〔
注
〕

（
１
）
山
際
鈴
子
は
、
一
九
六
一
年
、
大
阪
学
芸
大
学
卒
。
大
阪
市
内
の
小
学
校
教
師
と

な
り
、
大
阪
児
童
詩
の
会
を
結
成
し
、「
児
童
詩
教
育
」
を
発
行
。
著
書
に
『
児
童

詩
の
世
界
』『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
』（
Ⅰ
〜
Ⅲ
）、
編
著
に

『
し
ゃ
ぼ
ん
玉
は
色
を
い
っ
ぱ
い
つ
ん
で
い
る
』
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
山
際
鈴
子
「
耳
を
つ
け
て
　
聞
く
。
抱
き
し
め
て
　
聞
く
」『
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
。

（
３
）
山
際
鈴
子
「
連
想
か
ら
は
じ
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
。

（
４
）
谷
川
清
「
推
考
指
導
」
日
本
作
文
の
会
『
児
童
詩
教
育
辞
典
』
百
合
出
版
　
一
九

七
〇
　
一
八
四
頁
。

（
５
）
谷
川
清
　
同
上
。
谷
川
は
「
小
学
校
低
学
年
で
は
、
主
と
し
て
添
加
、
中
学
年
で

は
主
と
し
て
削
除
と
添
加
、
高
学
年
で
は
主
と
し
て
削
除
、
中
学
校
で
は
小
学
校
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の
発
展
と
し
て
構
成
に
重
点
を
お
く
」
と
、
述
べ
て
い
る
（
一
八
四
頁
）。

（
６
）
山
際
鈴
子
「
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｎ
Ｅ
Ｗ
」『
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
。

（
７
）
私
の
授
業
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
く
共
同
研
究
で
あ
る
。
小
学
生
の
作
品
は
、
八
ケ
代

信
行
（
神
戸
市
立
妙
法
寺
小
学
校
）、
小
林
武
（
吹
田
市
桃
山
台
小
学
校
）
の
指
導
。

中
学
生
の
作
品
は
、
松
山
典
子
（
大
阪
教
育
大
学
附
属
天
王
寺
中
学
校
）
の
指
導
。

（
大
阪
こ
と
ば
教
育
研
究
会
編
『
こ
と
ば
の
豊
か
さ
を
求
め
て
』
一
九
八
九
、
所

収
）。

（
８
）
池
上
嘉
彦
「
新
し
い
世
界
を
創
る
こ
と
ば
」『
ふ
し
ぎ
な
こ
と
ば
・
こ
と
ば
の
ふ
し
ぎ
』

ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
ブ
ッ
ク
ス
　
一
九
八
七
。

（
９
）
池
上
嘉
彦
　
同
上
　
六
四
頁
。

（
１０
）
池
上
嘉
彦
「『
詩
の
こ
と
ば
』
と
『
日
常
の
言
葉
』」『
こ
と
ば
の
詩
学
』（
岩
波
書
店

一
九
八
二
）
で
は
、「
言
葉
が
経
験
を
生
み
だ
す
」
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

（
１１
）
西
郷
竹
彦
「『
け
し
ゴ
ム
』
の
授
業
」
広
島
県
河
内
町
立
河
戸
小
学
校
五
、
六
年
複

式
学
級
。
一
九
九
一
年
一
〇
月
二
三
日
。
こ
の
実
践
は
未
発
表
で
あ
り
、
実
践
資

料
に
つ
い
て
は
中
村
善
郎
氏
（
広
島
文
芸
研
）
の
協
力
を
え
た
。

（
１２
）
山
際
　
鈴
子
「
あ
と
が
き
」『
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
。

（
１３
）
足
立
悦
男
「
山
際
学
級
の
詩
」『
か
ぎ
り
な
く
子
ど
も
の
心
に
近
づ
き
た
く
て
Ⅱ
』

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
五
。（

島
根
大
学
教
育
学
部
　
言
語
文
化
教
育
講
座
）


