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１　
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
表
現
す
る
詩
の
創
作
指
導

　

山
際
鈴
子
の
詩
の
創
作
指
導
に
、「
心
の
ひ
み
つ
を
書
く
」
と
い
う
実
践
が
あ
る
（
１
）。

子
ど
も
た
ち
の
内
面
に
隠
さ
れ
た
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
詩
の
形
で
表
現
す
る
、
と
い
う

実
践
で
あ
る
。
こ
の
実
践
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
長
編
の
作
品
が
生
れ
た
。
戦
後
の
代

表
的
な
思
想
型
の
児
童
詩
で
あ
る
。

　
　
　

あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん　
　
　
　

四
年　

山
田
恵
子

　
　
「
き
ょ
う
か
ら
、
こ
の
人
／
お
か
あ
ち
ゃ
ん
や
で
。
／
な
か
よ
う
し
い
や
。」

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
が　

い
う
て
ん
。

　
　

さ
な
ぎ
み
た
い
な
人
や
な
あ
と
、
／
う
ち
思
っ
た
よ
。
先
生
。

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
が
、
お
さ
け
の
み
に
い
っ
て
も
、

　
　

一
人
で
る
す
ば
ん
せ
ん
で
も
え
え
。
／
も
う
、
さ
み
し
な
い
。

　
　

お
か
あ
ち
ゃ
ん
き
て
く
れ
て
、

　
　

ゆ
う
え
ん
ち
が
、
か
た
ま
っ
て
は
な
し
か
け
て
く
る
よ
り
も
、
う
れ
し
い
。

　
　

し
ん
ぞ
う
が
、
こ
ん
に
ち
は
い
え
と
い
う
ね
ん
。

　
　

太
陽
に
目
を
あ
て
ら
れ
た
み
た
い
で
、
顔
あ
げ
ら
れ
へ
ん
か
っ
て
ん
よ
。

　
　

や
さ
し
く
し
て
く
れ
る
か
な
あ
。
／
ど
っ
か
へ
つ
れ
て
っ
て
く
れ
る
か
な
あ
。

　
　

つ
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
／
な
か
よ
う
し
よ
う
。

　
　

　
　

先
生
、
な
ま
え
よ
ぶ
と
き
ね
、
／
「
け
い
こ
ち
ゃ
ん
。」
と
い
う
ね
ん
で
。

　
　

い
ち
ば
へ
い
く
と
き
、
／
手
を
つ
な
い
で
い
く
ね
ん
。

　
　

ひ
ゃ
っ
か
て
ん
も
、
い
っ
し
ょ
に
い
っ
て
ん
よ
。

　
　

う
ち
、
も
っ
と
も
っ
と
、
／
や
さ
し
く
し
て
も
ら
い
た
い
。
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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
。
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
「
思
想
」
型
の
詩
の
創
作
指
導
を
研
究
す
る
。
思
想
型
の
詩
を
私
は
、
詩
の
形
式
に
よ
っ
て
新

し
い
見
方
・
考
え
方
を
提
示
す
る
作
品
と
定
義
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
の
は
、
子
ど
も
の
書
く
児
童
詩
の
世
界
に
お
い
て
、
思
想
型
の
詩
を
創
作
す
る
実
践
で
あ
る
。

　
　

本
稿
で
は
、
こ
の
分
野
で
成
果
を
あ
げ
て
き
た
実
践
家
の
ひ
と
り
、
山
際
鈴
子
の
実
践
を
取
り
上
げ
て
考
察
す
る
。
山
際
の
実
践
は
、
戦
後
の
児
童
詩
教
育
に
お
い
て
独

自
の
探
求
を
み
せ
た
。
生
活
現
実
を
深
く
み
つ
め
る
た
め
に
、
多
様
な
詩
の
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
詩
に
独
自
の
世
界
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。

本
研
究
で
追
究
し
て
い
る
異
化
の
詩
教
育
学
に
、
有
力
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
実
践
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド　

異
化　

思
想
型
の
詩　

詩
の
創
作
指
導
】
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先
生
、
そ
の
お
か
あ
ち
ゃ
ん
、
／
お
さ
け
の
む
ね
ん
。

　
　

お
さ
け
の
ん
で
る
と
き
、
／
「
け
い
こ
。」
と
よ
ぶ
ね
ん
で
。

　
　

よ
ば
れ
た
ら
う
れ
し
い
け
ど
。

　
　

お
さ
け
の
ん
だ
ら
、
す
ぐ
う
た
う
た
う
ね
ん
で
。

　
　

こ
ど
も
の
う
た
。
／
ふ
る
え
る
声
で
う
た
う
ね
ん
で
。

　
　

よ
お
て
し
も
て
、
／
い
つ
ま
で
も
や
め
て
く
れ
へ
ん
。

　
　

う
ち
、
ね
ら
れ
へ
ん
け
ど
。
／
が
ま
ん
し
て
ん
ね
ん
。

　
　

　
　

あ
ん
ね
、
先
生
。

　
　

う
ち
、
だ
ん
だ
ん
、
／
な
か
わ
る
な
っ
て
く
ん
ね
ん
で
。

　
　

お
さ
け
た
く
さ
ん
の
む
ね
ん
。

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
の
ぶ
ん
ま
で
、
ガ
ポ
ガ
ポ
の
む
ね
ん
で
。

　
　

二
人
で
お
さ
け
の
ん
で
、
よ
る
、
お
そ
く
、
／
か
え
っ
て
く
ん
ね
ん
。

　
　

う
ち
、
じ
ご
く
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
み
た
い
に
、
さ
み
し
い
。

　
　

ま
ど
の
す
き
ま
か
ら
、
風
が
は
い
っ
て
く
る
。

　
　

て
ん
し
が
お
ん
で
て
く
ん
ね
ん
で
。　

　
　

一
人
で
テ
レ
ビ
み
る
ね
ん
。

一
人
で
、
も
う
す
る
こ
と
な
い
か
ら
、
／
ず
っ
と
前
の
し
ゅ
く
だ
い
ひ
っ
ぱ
り
だ
し

て
す
る
ね
ん
。　
　

　
　

お
か
あ
ち
ゃ
ん
の
き
て
か
ら
の
一
人
ぼ
っ
ち
、
／
う
ち
、
／
よ
け
さ
み
し
い
。

　
　

花
が
し
お
れ
る
よ
う
に
さ
み
し
い
。

　
　

お
さ
け
て
、
そ
ん
な
に
お
い
し
い
の
ん
か
、
先
生
。

　　
　

う
ち
、
こ
の
ご
ろ
い
や
や
。

　
　

お
か
あ
ち
ゃ
ん
に
お
と
う
ち
ゃ
ん
と
ら
れ
る
み
た
い
。

　
　

お
さ
け
の
ん
で
る
と
き
、
よ
け
そ
う
や
。

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
な
ん
か
、
／
も
う
、
か
わ
い
そ
う
と
お
も
え
へ
ん
。

　
　

う
ち
、
家
出
し
た
い
と
思
う
こ
と
あ
る
よ
。
／
先
生
、

　
　

う
ち
、
家
出
し
て
も
い
く
と
こ
あ
る
よ
。

　
　

で
も
、
／
人
に
ふ
り
ょ
う
と
い
わ
れ
た
く
な
い
ね
ん
。

　

作
者
は
父
親
と
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
父
親
が
再
婚
し
、
新
し
い
母
親
が
現
れ
た
。
そ

の
「
あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん
」
と
の
出
会
い
、
そ
の
喜
び
か
ら
悲
し
み
へ
と
、
時
間
の

経
過
に
つ
れ
て
変
化
し
て
い
く
人
間
関
係
を
、
た
っ
ぷ
り
と
書
き
こ
ん
で
い
る
。
児
童
詩

と
し
て
は
異
例
の
長
編
の
作
品
で
あ
る
。
現
実
の
重
さ
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
、
見
つ
め

な
が
ら
書
い
て
い
く
と
、
長
編
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
詩
に
書
く
こ
と
で
、
自
分

と
母
親
の
関
係
を
深
く
見
つ
め
直
し
た
作
品
で
あ
る
。
作
者
に
と
っ
て
は
隠
し
て
お
き
た

い
よ
う
な
「
心
の
ひ
み
つ
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
、

作
者
は
、
な
ぜ
詩
に
書
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

表
現
を
み
て
い
く
と
、「
先
生
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
、何
度
も
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
〜
ね
ん
」「
〜
ね
ん
で
」
と
い
う
、
先
生
へ
の
語
り
か
け
の
文
末
に
な
っ
て
い
る
。

読
み
手
で
あ
る
山
際
に
、
こ
の
詩
を
心
か
ら
受
け
と
め
て
ほ
し
い
、
と
い
う
切
な
い
願
い

の
あ
ふ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
師
に
対
す
る
信
頼
の
思
い
が
な
く
て
は
、
こ

こ
ま
で
の
「
ひ
み
つ
」
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
の
「
心
の
ひ
み
つ
」
は
教
師

と
の
共
有
に
お
い
て
引
き
出
さ
れ
て
く
る
。「
心
の
ひ
み
つ
」
は
教
師
と
の
信
頼
関
係
に

お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
詩
の
表
現
法
の
学
習
が
な
く
て
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
は
生
ま
れ
な
い
。
こ
の

詩
の
場
合
、
全
六
連
で
構
成
し
て
い
る
。
連
と
い
う
構
成
法
に
よ
っ
て
、
時
間
の
経
過
を

区
切
っ
て
い
る
。
ま
た
、
心
情
が
大
き
く
揺
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
多
く
比
喩
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
新
し
い
母
の
印
象
を
「
さ
な
ぎ
み
た
い
な
人
や
な
あ
」
と
み
て
い
る
。
出
会
い

の
喜
び
を
「
ゆ
う
え
ん
ち
が
、
か
た
ま
っ
て
は
な
し
か
け
て
く
る
よ
り
も
、
う
れ
し
い
」

と
書
い
て
い
る
。
よ
ほ
ど
の
「
う
れ
し
さ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
母
親

と
の
間
に
断
絶
が
で
き
た
と
き
の
思
い
を
「
花
が
し
お
れ
る
よ
う
に
さ
み
し
い
」
と
、
比

喩
で
表
し
て
い
る
。
よ
ほ
ど
の
「
か
な
し
さ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
比
喩
と
い
う

表
現
法
で
し
か
表
せ
な
い
ほ
ど
の
「
う
れ
し
さ
」
や
「
か
な
し
さ
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
山
際
学
級
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
比
喩
を
使
っ
て
詩
を
書
く
」
指
導
を
く

り
か
え
し
受
け
て
い
た
、
そ
の
成
果
で
あ
る
（
２
）。

　

指
導
者
の
山
際
は
、
こ
の
「
ひ
み
つ
を
書
こ
う
」
と
い
う
指
導
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
。「
ひ
み
つ
」
は
「
感
動
の
一
種
」
だ
と
い
う
こ
と
。
人
に
話
す
と
恥
ず

か
し
い
秘
密
は
、
普
通
は
「
不
快
の
感
情
」
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
詩
を
書
く
と
き
に

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
た
ち
の
人
生
の
「
感
動
の
一
種
」
と
み
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て
い
く
こ
と
で
、「
心
の
ひ
み
つ
」は
詩
を
書
く
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

山
際
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

恥
ず
か
し
い
、
ぜ
っ
た
い
人
に
は
い
い
た
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
ひ
み

　

つ
で
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
で
見
る
の
も
い
や
だ
。
そ
ん
な
ひ
み
つ
を
持
つ
自
分
を
い
と

　

お
し
く
さ
え
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
人
生
に
、
そ
の
人
だ
け
が
た

　

っ
た
一
度
だ
け
出
あ
う
感
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
感
動

　

を
つ
か
み
と
り
、
あ
え
て
意
識
し
、
む
り
や
り
見
つ
め
、
書
く
こ
と
に
よ
り
、
心
を
解

　

放
し
た
快
さ
を
知
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
で
い
る
よ
り
も
、
心
を
知
り
あ
っ
た
人
と
い

　

る
こ
と
の
た
い
せ
つ
さ
、
心
の
や
す
ら
ぎ
を
知
り
、
さ
ら
に
新
し
い
感
動
を
知
り
ま
す
。

　

こ
の
ひ
み
つ
を
知
っ
た
人
は
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
、
と
。
そ
ん
な
感
情
の
誕
生
は
、
人

　

に
対
し
、
も
の
に
対
し
、
無
自
覚
・
無
感
覚
で
は
な
く
、
い
や
が
お
う
で
も
、
主
体
的

　

に
か
か
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
き
ま
す
。

　
　

こ
ん
な
状
況
の
中
で
、
感
情
を
ゆ
り
動
か
し
な
が
ら
、
考
え
、
書
く
こ
と
に
よ
り
、

　

も
の
に
対
す
る
新
し
い
見
方
や
意
味
を
み
つ
け
出
し
、
ひ
と
り
の
た
っ
た
一
度
の
感
動

　

を
、普
遍
的
な
も
の
に
し
あ
げ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん
」

　

は
、
そ
ん
な
心
の
ひ
み
つ
を
、
先
生
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
書
い
た
作
品
で
す
。

　
「
ひ
み
つ
」
は
人
に
隠
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
秘
密
な
の
で
あ
る
が
、

山
際
は
そ
の
秘
密
を
、
詩
を
書
く
大
事
な
「
感
動
」
の
一
つ
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

「
心
の
ひ
み
つ
」
を
「
あ
え
て
意
識
し
」、「
む
り
や
り
見
つ
め
」「
書
く
こ
と
」
に
よ
り
、

自
己
と
自
己
を
と
り
ま
く
世
界
と
の
関
係
を
「
と
ら
え
直
し
」
て
い
く
。
山
際
の
こ
と
ば

で
い
う
と
、「
心
の
ひ
み
つ
」
を
見
つ
め
、
詩
に
書
く
こ
と
で
、「
人
に
対
し
、
も
の
に
対

し
、
無
自
覚
・
無
感
覚
で
は
な
く
、
い
や
が
お
う
で
も
、
主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
か
ざ

る
を
え
な
い
状
況
を
作
り
出
し
」
て
い
く
。
そ
し
て
、「
も
の
に
対
す
る
新
し
い
見
方
や

意
味
を
み
つ
け
出
し
」
て
い
く
、と
い
う
指
導
で
あ
る
。
ま
た
、「
ひ
と
り
で
い
る
よ
り
も
、

心
を
知
り
あ
っ
た
人
と
い
る
こ
と
の
た
い
せ
つ
さ
」
を
、
山
際
は
重
視
し
て
い
る
。
学
級

に
お
け
る
「
心
の
ひ
み
つ
」
の
共
有
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
と
他
者
認
識
の
両

面
か
ら
、
山
際
は
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
有
力
な
モ
チ
ー
フ
と
み
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
作
者
自
身
は
、
自
作
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

こ
の
前
、
家
で
「
あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん
」
の
詩
を
読
ん
で
い
る
と
、
お
と
う
さ

　

ん
が
い
い
ま
し
た
。
お
か
あ
さ
ん
が
い
な
い
と
き
で
す
。「
な
ん
で
、
そ
ん
な
詩
、
書

　

い
た
ん
や
。」
と
い
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
「
さ
み
し
い
か
ら
。」
と
い
っ
た
ら
、「
す

　

ま
ん
、
け
い
こ
。
し
ん
ぼ
う
し
て
く
れ
な
。」
と
い
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
と
て
も
う

　

れ
し
か
っ
た
。
先
生
の
い
っ
た
と
お
り
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
　

こ
の
ご
ろ
、
お
と
う
さ
ん
が
、
だ
ん
だ
ん
お
酒
を
や
め
て
き
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ん

　

の
友
だ
ち
が
、
お
酒
を
の
み
に
い
こ
う
と
さ
そ
っ
た
ら
、
の
み
に
い
き
ま
す
が
、
そ
の

　

ほ
か
は
、
お
か
あ
さ
ん
と
、
は
や
く
帰
っ
て
き
ま
す
。
先
生
、
わ
た
し
は
こ
の
詩
を
書

　

い
て
よ
か
っ
た
と
、
心
か
ら
思
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
わ
た
し
は
詩
を
書
く
の

　

が
、
と
て
も
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

　
　

ほ
か
に
も
、
詩
を
書
く
の
が
好
き
な
わ
け
が
あ
り
ま
す
。
詩
を
書
い
て
い
る
と
、
い

　

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
想
像
で
き
る
か
ら
た
の
し
い
し
、
そ
れ
に
、
み
ん
な
の
前
で
読
ん
で

　

も
ら
っ
た
り
、『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』
に
の
っ
た
り
す
る
か
ら
、
わ
た
し
は
詩
を
書
く
の

　

が
好
き
で
す
。

　
『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』と
は
山
際
の
発
行
し
て
い
た
学
級
詩
集
で
あ
る
。『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』

に
の
っ
た
作
者
の
作
品
を
、
父
親
が
読
み
（
あ
と
で
、
母
親
も
読
み
）、
作
者
と
親
の
関

係
が
好
転
し
て
い
っ
た
。
作
者
は
、「
先
生
、
わ
た
し
は
こ
の
詩
を
書
い
て
よ
か
っ
た
と
、

心
か
ら
思
い
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
山
際
は
お
そ
ら
く
こ
の
変
化
を
見
通
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

　

作
者
も
ま
た
、
山
際
の
思
い
を
よ
く
受
け
と
め
て
い
た
。「
ひ
み
つ
」
と
い
う
、
心
の

奥
に
し
ま
い
こ
ん
で
あ
る
こ
と
を
、
詩
を
書
く
こ
と
で
外
に
表
し
、
山
際
と
共
有
し
合

う
。
表
現
す
る
こ
と
で
「
心
を
解
放
す
る
快
さ
」
を
経
験
す
る
こ
と
と
、「
ひ
と
り
で
い

る
よ
り
も
、
心
を
知
り
あ
っ
た
人
と
い
る
こ
と
の
た
い
せ
つ
さ
、
心
の
や
す
ら
ぎ
」
を
知

る
こ
と
に
、
こ
の
指
導
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。「
ひ
み
つ
」
と
い
う
題
材
は
、
詩
を
書
く

こ
と
の
自
己
表
現
と
し
て
の
機
能
を
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
引
き
だ
す
こ
と
の
で
き
る
着
眼
で

も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
山
際
は
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
、
詩
を
書
く
方
法
を
同
時
に
指
導
し
て
い
た
。

こ
の
作
品
が
読
者
に
感
動
を
与
え
る
の
は
、
詩
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
詩
と
い
う
表
現
方

法
の
力
で
も
あ
る
。
詩
の
技
法
（
形
式
・
方
法
）
の
指
導
は
、
詩
を
書
く
教
育
の
基
本
で
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あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
時
間
を
追
っ
て
書
く
と
い
う
方
法
と
、
感
情
の
高
ま
る
場
面
で

多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
比
喩
が
そ
の
技
法
で
あ
る
。

　

も
う
一
編
、
長
編
の
児
童
詩
を
取
り
上
げ
る
。「
ぼ
く
の
く
せ
、
な
お
し
た
い
」
と
い

う
実
践
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
作
品
も
思
想
型
の
長
編
の
作
品
で
あ
る
が
、
作
者
の
心
の
動
き
を

た
ど
る
た
め
に
、
全
文
を
紹
介
し
た
い
（
作
者
名
は
仮
名
）。

　
　
　

ど
ろ
ぼ
う　
　
　
　
　
　

四
年　

日
名
川
利
之

　
　

ど
ろ
ぼ
う
は
、
／
と
り
た
い
も
の
を
と
る
。

　
　

ど
ろ
ぼ
う
に
な
る
と
、
／
自
由
に
な
ん
で
も
と
れ
る
。

　
　

こ
れ
は
、
お
も
し
ろ
い
ぞ
。

　
　

お
も
し
ろ
く
っ
て
、
き
ゅ
う
に
わ
ら
い
だ
し
た
。

　
　

ぼ
く
は
、
お
も
し
ろ
が
っ
て
、
が
っ
こ
う
に
入
っ
た
。

　
　

先
生
の
本
に
バ
タ
ー
を
つ
け
た
。

　
　

先
生
の
ひ
き
だ
し
か
ら
あ
め
を
と
っ
た
。

　
　

こ
く
ば
ん
に
も
、
つ
く
え
に
も
、
い
す
に
も
、

　
　

む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
の
ら
く
が
き
を
し
た
。

　
　

ろ
う
か
を
走
っ
た
り
、
教
室
で
遊
ん
だ
り
、
／
手
足
が
の
び
の
び
し
た
。

　
　

学
校
を
ぜ
ん
ぶ
じ
ぶ
ん
の
も
の
に
し
た
。

　
　

お
も
し
ろ
か
っ
た
。
／
ど
ろ
ぼ
う
っ
て
、
お
も
し
ろ
い
。

　
　

心
が　

き
ゅ
う
に
、
／
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
の
よ
う
に　

あ
ば
れ
ま
わ
っ
た
。

　
　

外
は
く
ら
く
な
っ
た
。
／
で
ん
き
を
つ
け
て　

は
ね
ま
わ
っ
た
。

　
　

お
っ
ち
ゃ
ん
が
、「
だ
れ
や
。」
と
さ
け
ん
だ
。

　
　

ぼ
く
は
、
れ
い
と
う
し
つ
に
入
っ
た
み
た
い
に
、
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
た
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

ぼ
く
は
か
く
れ
よ
う
と
し
た
。
／
か
く
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　

ぼ
く
は
、
う
そ
を
つ
い
た
。
／
名
ま
え
を
か
け
と
い
わ
れ
た
。

　
　

ぼ
く
は
、
名
ま
え
を
か
い
た
。
／
ぼ
く
は
、
こ
れ
で
お
わ
っ
た
と
思
っ
た
。

　
　

七
時
ま
で
自
由
に
あ
そ
べ
た
ん
だ
。

　
　

二
時
間
、
／
学
校
は
ぼ
く
の
お
し
ろ
だ
っ
た
の
だ
。　

　
　

つ
ぎ
の
朝
、
先
生
に
よ
ば
れ
た
。
／
ぼ
く
は　

び
く
っ
と
し
た
。

　
　
「
き
の
う
の
こ
と
で
、
話
す
こ
と
な
い
か
。」「
あ
り
ま
せ
ん
。」

　
　

ぼ
く
は
、
う
そ
を
つ
い
た
。
／
先
生
は
な
に
も
い
わ
な
い
。

　
　

み
つ
か
っ
た
の
か
。
／
一
年
生
の
子
が
し
ゃ
べ
っ
た
の
か
。

　
　

も
う
二
時
間
も
立
っ
て
い
る
。
／
足
が
い
た
い
。
／
か
ら
だ
の
力
が
ぬ
け
て
い
く
。

　
　

や
め
と
っ
た
ら
よ
か
っ
た
。
／
や
っ
て
し
も
て
ん
か
ら
し
か
た
な
い
。

　
　

け
い
さ
つ
に
い
く
の
い
や
や
か
ら
、

　
　

先
生
に
ほ
ん
と
う
の
こ
と
い
う
て
、
ゆ
る
し
て
も
ら
お
う
。

　
　

で
も
、
な
か
な
か
ゆ
る
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。

　
　

な
み
だ
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
な
が
れ
た
。

　
　

大
野
先
生
に
も
よ
ば
れ
、
ね
ほ
り
は
ほ
り
き
か
れ
た
。

　
　

園
田
先
生
に
、
な
ん
べ
ん
も
ち
ゅ
う
い
さ
れ
た
。

　
　

藤
江
先
生
に
、
バ
タ
ー
を
み
せ
て
お
こ
ら
れ
た
。

　
　

学
校
中
の
先
生
が
、
／
「
日
名
川
が
学
校
を
あ
ら
し
た
。」
と
う
わ
さ
し
あ
っ
て
い

　
　

る
。

　
　

け
い
さ
つ
の
人
が
つ
れ
に
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

き
ゅ
う
け
つ
き
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
き
て
／
血
を
す
っ
て
い
く
よ
う
だ
。

　
　

お
か
あ
ち
ゃ
ん
に
ゆ
お
う
と
し
た
け
ど
、
／
口
が
お
し
に
な
っ
た
。
／
開
か
な
い
。

　
　
「
も
う　

ぜ
っ
た
い
、
ど
ろ
ぼ
う
は
し
な
い
。」

　
　

や
め
よ
う
と
し
て
も
、
く
せ
で
、
／
ま
た
、
和
田
く
ん
の
か
た
な
を
と
っ
た
。

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
が
お
こ
っ
た
。「
も
う
、
学
校
へ
い
か
ん
と
、
は
た
ら
け
。」

　
　

学
校
を
や
す
ま
さ
れ
た
。
／
お
と
う
ち
ゃ
ん
の
し
ご
と
を
て
つ
だ
わ
さ
れ
た
。

　
　

だ
ま
っ
て
、
下
を
む
い
て
、
／
テ
レ
ビ
を
つ
ぶ
す
の
を
て
つ
だ
っ
た
。

　
　

も
う
外
で
あ
そ
ば
れ
へ
ん
。

　
　

ぼ
く
は
、
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
　

ぼ
く
の
た
め
に
小
さ
い
子
が
ま
ね
し
て
い
る
。
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友
だ
ち
に
も
き
ら
わ
れ
た
。
／
だ
れ
も
あ
そ
ん
で
く
れ
な
い
。

　
　

だ
か
ら
、
ま
た
／
店
の
お
か
し
を
と
っ
て
あ
そ
ぼ
う
と
す
る
。

　
　
「
と
っ
た
ら
あ
か
ん
。
と
っ
た
ら
あ
か
ん
で
。」

　
　

お
と
う
ち
ゃ
ん
の
大
き
い
声
。
／
先
生
の
や
さ
し
い
声
。

　
　

け
い
さ
つ
の
こ
わ
い
声
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、

　
　

ぼ
く
の
あ
る
い
て
い
る
そ
ば
か
ら
、
／
聞
こ
え
て
く
る
。

　
　

ぶ
た
ば
こ
と
く
さ
っ
た
ご
は
ん
が
、
／
目
の
前
を
は
し
っ
て
い
っ
た
。

　
　

ぼ
く
は
、
あ
わ
て
て
店
の
前
を
に
げ
た
。

　
　

け
ん
か
に
か
っ
た
よ
う
に
、
／
お
お
空
に
手
を
の
ば
し
て
走
っ
て
い
っ
た
。

　　

放
課
後
の
誰
も
い
な
い
学
校
に
入
り
、
お
も
い
っ
き
り
悪
戯
を
し
て
い
る
と
、
校
務
員

の
お
じ
さ
ん
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
日
先
生
に
叱
ら
れ
反
省
は
す
る
も
の
の
、
ま

た
友
達
の
も
の
を
取
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
自
分
の
行
動
を
、
連
を
使
っ
て
く
わ
し
く
思
い

出
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
、
事
件
を
振
り
返
っ
て
作
者
は
、
自
分
の
行
動

の
意
味
を
問
い
返
し
な
が
ら
書
き
続
け
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

彼
も
ま
た
、
感
情
の
高
ま
る
場
面
で
は
比
喩
を
使
用
し
て
い
る
。
職
員
室
を
荒
ら
し
て

い
る
と
き
の
こ
と
を
「
心
が　

き
ゅ
う
に
、
／
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
の
よ
う
に　

あ
ば
れ
ま

わ
っ
た
」「
二
時
間
、
／
学
校
は
ぼ
く
の
お
し
ろ
だ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
比

喩
に
は
、
な
ぜ
「
そ
う
い
う
こ
と
」
を
す
る
の
か
、
他
の
子
ど
も
に
は
経
験
し
え
な
い
よ

う
な
感
情
の
高
ま
り
が
力
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
終
り
の
方
で
、
盗
み
た
い
気
持

ち
を
自
分
で
押
さ
え
た
と
き
の
こ
と
を
「
け
ん
か
に
か
っ
た
よ
う
に
、
／
お
お
空
に
手
を

の
ば
し
て
走
っ
て
い
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
終
わ
り
の
一
行
が
現
在
の
姿
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
の
開
放
感
か
ら
、「
ど
ろ
ぼ
う
」
の
事
件
を
細
か
く
冷
静
に
再
現
で
き
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
ど
ろ
ぼ
う
」
事
件
を
書
き
尽
く
す
こ
と
で
、
こ
の
作
者
は
、
山
際

の
い
う
「
心
を
解
放
し
た
快
さ
」
を
味
わ
っ
て
い
る
。

　

指
導
者
に
よ
る
と
、
作
者
は
盗
癖
の
あ
る
子
ど
も
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
を
書
い
た

こ
ろ
か
ら
生
活
に
変
化
が
み
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
書
く
こ
と
、
書

き
尽
く
す
こ
と
で
の
生
活
上
の
変
化
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
。
詩
に
書
く
こ
と
で
生
ま
れ

た
生
活
の
問
い
直
し
と
い
え
る
。

　

指
導
者
の
山
際
は
、
こ
の
作
品
と
作
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
方
を
つ
か
ま
せ
た
い
。
人
間
を
変
え
て
い
き
た
い
と
、

い
つ
も
願
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
実
際
に
、そ
ん
な
こ
と
は
な
か
な
か
お
こ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ほ
ど
、
教
育
と
い
う
の
は
、
個
人
の
力
を
越
え
た
、
大
き
な
息
の
長
い
仕
事
な
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
者
の
変
貌
ぶ
り
を
見
た
と
き
、
わ
た
し
は
驚
き
ま
し
た
。

一
学
期
の
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
学
校
に
来
る
と
、先
生
の
机
の
中
が
か
き
ま
わ
さ
れ
、

教
室
が
あ
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
校
務
員
さ
ん
か
ら
、
こ
の
事
件
が
連
絡
さ

れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
心
か
ら
腹
を
た
て
ま
し
た
。
い
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
く

ら
い
、
悲
し
く
な
り
、
ま
た
む
な
し
く
も
な
り
ま
し
た
。

　

父
親
の
「
警
察
の
お
世
話
に
な
る
子
だ
け
に
は
育
っ
て
ほ
し
く
な
い
。」
と
い
う
願

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
を
起
こ
す
ま
で
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
わ
た
し
は
、
が
っ
く
り
し
ま
し
た
。
も
う
お
こ
る
元
気
も
な
く
、
黙
っ
て
い
ま

し
た
。
詩
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
で
す
。（
中
略
）
こ
の
作
品
は
、こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
か
ら
、
何
か
月
か
の
後
の
、
詩
の
時
間
に
書
い
た
も
の
で
す
。
事
件
の
あ
と
か
ら
作

品
を
書
く
ま
で
の
間
に
、
作
者
の
心
に
ど
ん
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
わ
た
し
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
あ
と
、
作
者
に
つ
い
て
、
警
察
か
ら

も
、
友
だ
ち
か
ら
も
、
そ
う
い
う
話
を
ま
っ
た
く
聞
か
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か

で
す
。

　

作
品
を
め
ぐ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
詩
を
書
く
こ
と
の
教
育
力
を
物
語
っ
て
い
る
。

山
際
の
述
懐
は
、
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
指
導
者
の
目
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

作
品
も
、
い
わ
ば
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
書
い
た
作
品
で
あ
る
。「
心
の
ひ
み
つ
」
と
い
う

も
の
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
書
き
た
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
心
の
奥
に
隠
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
山
際
は
、
そ
れ
な
の
に
「
心
の
ひ
み
つ
」
を
表
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
に
は
、
こ
の
題
材
が
子
ど
も
た
ち
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
（
思
想
）
を
変
容
さ
せ
る

力
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
う
見
通
し
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
現
代
児
童
詩
研
究
会
編
『
現
代
子
ど
も
詩
集
』（
一
九
七
二
）
に

収
録
さ
れ
て
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
、「
こ
れ
は
『
詩
』

で
は
な
い
、
作
文
で
し
か
な
い
」
と
い
う
批
判
が
強
か
っ
た
、
と
い
う
（
４
）。

そ
の
批
判
は
、

一
見
妥
当
な
よ
う
に
み
え
て
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
「
詩
の
方
法
」
を
み
て
い
な

い
批
判
で
あ
る
。
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一
つ
に
は
、
詩
と
い
う
形
式
を
学
ん
で
い
る
こ
と
。
二
編
と
も
、
徹
底
し
た
「
行
が
え
」

と
、
い
く
つ
か
の
「
連
」
に
区
切
り
、
書
き
た
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
し
て
い
る
。「
行

が
え
」
も
「
連
」
も
、作
文
（
散
文
）
に
は
み
ら
れ
な
い
表
現
方
法
で
あ
る
。「
行
が
え
」
は
、

出
来
事
や
思
い
を
焦
点
化
し
て
表
現
し
、
次
々
に
行
を
変
え
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
作
文

の
よ
う
に
く
わ
し
く
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。「
そ
し
て
」「
し
か
し
」
な
ど
の
文
脈
の
関

連
性
を
意
識
す
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
こ
と
で
、
ひ
た
す
ら
出
来
事
（
事
実
）
を
思
い
出

し
、
心
情
を
重
ね
、
そ
の
と
き
の
「
思
い
の
ま
ま
」
を
書
き
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
「
連
」
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
「
ま
と
ま
り
」
を
区
切
っ
て

い
く
方
法
で
あ
る
。
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」
を
書
き
尽
く
し
た
あ
と
、
一
行
あ
け
て
次
の

「
連
」
に
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
で
次
の
展
開
を
引
き
だ
し
て
い
く
。
作
者
に
と
っ
て
、

長
編
の
作
品
を
書
き
や
す
く
し
て
い
る
要
素
で
あ
る
。

　

二
つ
に
は
、
出
来
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
に
お
い
て
、
比
喩
が
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
比
喩
は
詩
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
表
現
方
法
で
あ
る
。
作
品
を
み
て
わ
か
る
の

は
、
出
来
事
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
、「
そ
の
時
の
思
い
」
を
比
喩
で
表
現
し
て

い
る
。
比
喩
に
よ
っ
て
、思
い
の
高
ま
り
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
た
。
比
喩
は
、こ
の
場
合
、

思
い
の
す
べ
て
を
一
言
で
書
き
尽
く
す
表
現
法
と
な
っ
て
い
る
。
比
喩
は
、「
悲
し
い
」「
う

れ
し
い
」
と
い
っ
た
概
念
的
な
感
情
表
現
に
よ
っ
て
説
明
す
る
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
感

情
を
直
接
的
に
表
わ
す
方
法
と
し
て
、
な
じ
み
や
す
い
表
現
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

三
つ
に
は
、『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』
な
ど
の
学
級
詩
集
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
詩
の
作
者
た
ち
は
、「
心
の
ひ
み
つ
」
を
学
級
の
子
ど
も
た
ち
に
知
っ

て
も
ら
い
た
か
っ
た
。「
あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん
」
の
こ
と
、「
ど
ろ
ぼ
う
」
の
こ
と
な

ど
、
自
分
し
か
体
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
、「
詩
を
書
く
」
こ
と
で
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
学
級
の
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
思
い
が
届
い
た
と
き
、
大
き

な
解
放
感
を
味
わ
っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
長
編
作
品
を
書
い
た
あ
と
、
指
導
者
の
目

か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
「
生
活
が
変
わ
っ
た
」
と
み
え
る
の
は
、
読
者
に
向
け
て
書
き
尽

く
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
解
放
感
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
三
点
は
、「
心
の
ひ
み
つ
」
を
表
現
す
る
創
作
指
導
に
お
い
て
、
詩
の
方
法
を

生
か
し
て
、
長
編
の
作
品
に
仕
上
げ
る
と
き
の
条
件
で
あ
り
、
詩
を
書
く
こ
と
で
作
者
の

思
想
を
表
現
し
て
い
く
児
童
詩
創
作
の
条
件
で
も
あ
る
。

　

２　

生
活
を
見
直
す
詩
の
創
作
指
導
（
一
）

　

次
に
、
子
ど
も
た
ち
が
詩
を
書
く
こ
と
で
、
ご
く
身
近
な
、
身
の
ま
わ
り
の
生
活
を
見

直
す
よ
う
な
実
践
を
取
り
上
げ
る
。「
心
の
ひ
み
つ
」
を
表
現
す
る
創
作
詩
が
自
己
の
内

面
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
こ
の
創
作
指
導
は
、
自
己
を
取
り
ま
く
身
近

な
世
界
を
、
詩
を
書
く
こ
と
で
見
直
し
て
い
く
実
践
で
あ
る
。

　

山
際
鈴
子
に
、「
あ
る
日　

と
つ
ぜ
ん
」
と
い
う
実
践
が
あ
る
（
５
）。

次
の
よ
う
な
作
品
が

生
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　

ヤ
ク
ル
ト
は
い
た
つ　
　
　
　

四
年　

小
南
栄
子

　
　

う
ち
、

　
　

朝
お
き
て
、

　
　

ヤ
ク
ル
ト
く
ば
っ
と
っ
て
ん
。

　
　

そ
ら
は
み
ず
い
ろ
で
、

　
　

世
界
か
っ
こ
く
に
い
き
わ
た
っ
て
い
た
よ
。

　
　

人
も
、

　
　

一
人
、
二
人
だ
っ
た
よ
。

　
　

う
ち
が
、

　
　

く
ば
っ
と
っ
た
ら
、

　
　

花
が
、

　
　

む
ね
を
は
っ
て
、

　
　

き
ょ
う
つ
け
や
っ
て
ん
の
や
で
。

　
　

朝
は
や
く
は
、

　
　

大
阪
は
、

　
　

い
な
か
に
な
る
わ
。

　

早
朝
の
ヤ
ク
ル
ト
配
達
の
こ
と
を
書
い
た
詩
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
ま
だ
眠
っ
て
い

る
時
間
に
、
作
者
は
、
家
計
を
助
け
る
た
め
に
ヤ
ク
ル
ト
配
達
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
あ
る
日
の
こ
と
、
早
朝
の
町
が
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
町
に
見
え
た
。
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そ
の
町
の
こ
と
を
、
見
え
た
ま
ま
に
書
い
た
作
品
で
あ
る
。
子
ど
も
の
想
像
力
が
花
ひ
ら

い
た
一
瞬
で
あ
っ
た
。
現
実
の
町
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
町
が
、
あ
る
日
の
朝
、

こ
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
想
像
力
の
作
り
出
し
た
町
の
光
景
で
あ
る
。

　

こ
の
町
の
光
景
を
作
者
は
、「
〜
い
た
よ
。」「
〜
だ
っ
た
よ
。」「
〜
の
や
で
。」
と
書
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
実
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
比
喩
も
直
喩
を
使
っ

て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
直
喩
は
、
子
ど
も
た
ち
の
目
に
見
え
た
ま
ま
を
表
す
表

現
法
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
畑
島
喜
久
生
は
、「
都
会
と
い
う
巨
大
な
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
中
に
あ
っ
て
、な
お
錆
び
る
こ
と
な
い
『
自
然
人
』
と
し
て
の
魂
の
表
白
で
あ
る
」

と
批
評
し
て
い
る
（
６
）。
的
確
な
批
評
と
い
え
る
。

　

指
導
者
の
山
際
は
、
こ
の
実
践
の
「
ね
ら
い
」
に
つ
い
て
、「
毎
日
毎
日
、
同
じ
こ
と

を
く
り
返
す
生
活
の
中
で
、
も
の
の
意
味
を
問
い
、
新
し
い
意
味
を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
も
の
の
本
当
の
意
味
を
み
つ
け
出
し
、
感
動
を
新
た
に

し
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
に
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
い
っ
た
。

│ 

き
ょ
う
し
た
こ
と
、
き
ょ
う
、
こ
れ
か
ら
し
よ
う
と
思
う
こ
と
と
、
き
の
う
し
た

こ
と
を
、
く
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

Ｃ　

だ
い
た
い
、
お
ん
な
じ
で
す
。

　

Ｃ　

少
し
ち
が
う
と
き
も
あ
る
け
ど
、
ま
い
日
お
ん
な
じ
こ
と
が
多
い
で
す
。

　

Ｃ　

こ
ま
か
く
い
っ
た
ら
ち
が
う
け
ど
、
だ
れ
と
遊
ん
だ
と
か
、
で
も
遊
ぶ
と
い
う
こ

　
　

と
で
考
え
た
ら
、
同
じ
に
な
り
ま
す
。

　

│ 

う
ん
、
な
る
ほ
ど
ね
。
こ
こ
か
ら
が
、
き
ょ
う
の
大
事
な
と
こ
ろ
な
ん
だ
け
ど
ね
。

　

き
み
た
ち
が
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
、
い
つ
も
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
て
い
る
く
ら
し

　

の
中
で
、
い
つ
も
見
て
い
る
の
に
、
あ
る
日
、
と
つ
ぜ
ん
…
（
板
書
…
「
あ
る
日　

と

　

つ
ぜ
ん
」
と
、
大
き
く
書
き
ま
し
た
。）

│ 

心
に
ひ
っ
か
か
り
、
な
に
か
わ
か
ら
へ
ん
け
ど
、
い
ま
ま
で
と
ち
が
う
よ
う
に
思

わ
れ
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
、
そ
ん
な
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

│ 

よ
お
く
、
思
い
出
し
て
ね
。
い
ま
か
ら
見
つ
け
て
も
い
い
よ
。

│ 

い
つ
も
見
て
い
る
友
だ
ち
な
の
に
、
い
つ
も
見
て
い
る
道
な
の
に
、
い
つ
も
見
て

い
る
お
母
さ
ん
な
の
に
、
よ
く
思
い
出
し
て
み
る
と
、
別
の
意
味
を
持
っ
て
か
た
り
か

け
て
き
た
、
い
ま
ま
で
と
ち
が
う
よ
う
に
見
え
て
き
た
。

　
（
板
書
…
べ
つ
の
意
味
を
も
っ
て
か
た
り
か
け
る
。
い
ま
ま
で
と
ち
が
っ
て
見
え
る
。）

│ 

な
に
か
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
書
き
な
が
ら
、
じ
い
っ
と
思
い
出
し

続
け
、
考
え
続
け
て
い
き
、
い
ま
ま
で
と
ち
が
う
よ
う
に
見
え
て
き
た
、
そ
ん
な
こ
と

を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
問
い
か
け
は
、
い
つ
も
の
見
慣
れ
た
身
の
ま
わ
り
の
光
景
を
、
新
た
な
目
で
見
直

し
て
い
く
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
の
い
う
異
化
の
詩
教
育
の
典
型
的
な

実
践
例
で
あ
る
。
い
つ
も
の
見
な
れ
た
モ
ノ
・
コ
ト
が
、「
あ
る
日
、
と
つ
ぜ
ん
…
」「
別

の
意
味
を
も
っ
て
」「
か
た
り
か
け
て
く
る
」。
そ
の
瞬
間
を
と
ら
え
て
詩
に
し
て
い
く
、

と
い
う
指
導
で
あ
る
。「
い
ま
ま
で
と
ち
が
っ
て
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
を
異
化
の
世
界
に
導
く
問
い
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
問
い
か
け
を
受
け
て
、
作
者
は
、
あ
る
日
、
い
つ
も
見
な
れ
て
い
た
町
の
風
景
が
、

い
つ
も
と
ち
が
う
風
景
に
見
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
早
朝
の
ヤ
ク
ル
ト
配
達
は
、
四
年

生
の
作
者
に
と
っ
て
は
、
相
当
に
つ
ら
い
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
に
は
、
ま
る
で

逆
の
、
子
ど
も
の
発
見
し
た
す
が
す
が
し
い
風
景
に
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
も
の

の
見
方
・
感
じ
方
に
は
、
こ
の
よ
う
な
新
鮮
な
感
覚
が
宿
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
よ
く

わ
か
る
作
品
で
あ
る
。

　

山
際
に
は
、
ま
た
、「
美
し
く
見
え
る
も
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
か
」
と
い
う
実

践
が
あ
る
（
７
）。
こ
の
実
践
は
、
反
問
に
よ
っ
て
身
の
ま
わ
り
の
こ
と
を
見
直
し
て
い
く
、
と

い
う
指
導
で
あ
る
。

　　

│
「
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
く
と
、
み
ん
な
の
レ
ー
ダ
ー
に
は
、
何
が
う
つ
る

　

か
な
。

　

Ｃ　

花
。
／
け
っ
こ
ん
式
。
／
白
鳥
。
／
な
み
だ
。

│ 

そ
ん
な
美
し
い
も
の
は
、
よ
く
考
え
て
み
て
も
、
美
し
い
か
な
。
美
し
く
見
え
る

も
の
は
、
本
当
に
美
し
い
か
な
。（
中
略
）（
板
書
…
美
し
く
見
え
る
も
の
は
、
ほ
ん
と

に
美
し
い
か
。）

│ 

そ
の
反
対
は
な
い
か
な
。
き
た
な
く
見
え
て
も
、
よ
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
考
え
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て
み
る
と
、
美
し
い
も
の
っ
て
な
い
か
な
。（
板
書
…
き
た
な
く
見
え
る
も
の
は
、
本

当
に
き
た
な
い
の
か
。）

│
い
つ
も
と
ち
が
う
面
を
み
つ
け
た
と
き
、
心
を
ゆ
り
動
か
さ
れ
な
い
か
な
。
き
ょ
う

は
、
そ
ん
な
も
の
を
見
つ
け
だ
し
て
、
書
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
あ
と
、「
き
た
な
く
て
も
、

お
い
て
お
き
た
い
も
の
、
心
に
だ
き
し
め
て
お
き
た
い
も
の
は
な
い
か
な
。
な
ぜ
、
そ

う
な
の
か
な
。」
と
い
う
こ
と
な
ど
も
話
し
あ
っ
て
、
書
き
ま
し
た
。

　

こ
の
実
践
で
は
、
本
当
に
そ
う
か
な
、
と
い
う
反
問
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
常
識

に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
、
詩
の
世
界
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
。「
美
し
く
見
え
る
も
の
は
、

本
当
に
美
し
い
か
な
」「
き
た
な
く
見
え
る
も
の
は
、
本
当
に
き
た
な
い
の
か
」
と
い
う

問
い
か
け
は
、
子
ど
も
た
ち
の
常
識
的
な
通
念
に
対
し
て
、
疑
い
の
目
を
向
け
さ
せ
る
発

問
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
。

　
　
　

ま
ん
げ
き
ょ
う　
　
　
　

三
年　

岡
崎
一
美

　
　

ビ
ー
ズ
の
花
が
、

　
　

た
く
さ
ん
で
き
て
、

　
　

太
陽
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

　
　

花
は
き
え
て
し
ま
い
、

　
　

花
び
ら
の
こ
も
り
う
た
が

　
　

き
こ
え
て
く
る
。

　
　

ビ
ー
ズ
を
入
れ
て
あ
げ
な
か
っ
た
ら
、

　
　

ビ
ー
ズ
の
花
は
、

　
　

か
れ
て
し
ま
う
。

　
　

太
陽
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、

　
　

ビ
ー
ズ
の
花
は
い
き
い
き
し
て
、

　
　

う
た
っ
て
い
る
。

　
　

小
さ
な
家
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
、

　
　

み
る
た
び
に
へ
ん
そ
う
す
る
。

　
　

お
し
ゃ
れ
な

　
　

ビ
ー
ズ
の
花
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
万
華
鏡
は
美
し
い
も
の
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

作
品
で
作
者
は
、
そ
の
万
華
鏡
に
、
見
た
目
の
美
し
さ
と
は
別
の
、
新
た
な
美
し
さ
を
見

て
い
る
。「
太
陽
の
い
な
い
と
こ
ろ
」
と
「
太
陽
の
あ
る
と
こ
ろ
」
で
は
、
ビ
ー
ズ
の
花

は
全
く
別
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
を
作
者
は
発
見
し
た
。
い
つ
も
の
万
華
鏡
の
美
し
さ
で
は

な
い
、
新
た
な
美
し
さ
を
見
出
だ
し
た
作
品
で
あ
る
。「
美
し
く
見
え
る
も
の
は
、
ほ
ん

と
う
に
美
し
い
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
作
者
は
万
華
鏡
を
見
つ
め
直
し
て
い

る
う
ち
に
、
万
華
鏡
の
新
た
な
美
し
さ
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
作
品
で
も
、
詩

の
全
体
に
わ
た
っ
て
比
喩
表
現
が
使
わ
れ
て
い
て
、
比
喩
で
と
ら
え
た
想
像
の
世
界
が
作

り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
想
像
世
界
は
、
大
人
に
な
る
に
つ
れ
て
失
わ
れ
る
、
子

ど
も
に
特
有
の
想
像
力
の
生
み
出
す
作
品
世
界
と
い
え
る
。

　

３　

生
活
を
見
直
す
詩
の
創
作
指
導
（
二
）

　

山
際
の
実
践
は
、
詩
を
書
く
こ
と
で
、
子
ど
も
の
想
像
力
を
ど
う
引
き
出
す
か
、
と
い

う
テ
ー
マ
を
も
っ
て
い
た
。
山
際
の
す
ぐ
れ
た
実
践
は
、
そ
の
課
題
を
追
究
す
る
プ
ロ
セ

ス
で
生
ま
れ
て
い
る
。児
童
詩
と
想
像
力
の
関
係
は
、こ
の
分
野
で
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
遠
足
を
題
材
と
し
た
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
こ

と
が
あ
る
（
８
）。

　
　
　

仏
像　
　
　
　

五
年　

野
間
恭
子

　
　

人
々
が
あ
せ
に
ま
み
れ
、
作
り
あ
げ
た
仏
像
。

　
　

細
か
く
、
す
み
ず
み
ま
で
き
ざ
ん
だ
仏
像
。

　
　

仏
像
を
、
人
々
は　

生
み
育
て
た
。

　
　

仏
像
を
、
愛
で
つ
つ
み
、
ほ
ほ
え
み
ひ
と
つ
ま
で

　
　
　

気
を
配
っ
た
。

　
　

仏
像
は　

小
さ
か
っ
た
。

　
　

で
も
、
人
々
は　

仏
像
の
中
身
を
こ
く
ふ
や
し
た
。
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手
の
な
い
も
の
も
愛
で
、
見
え
な
い
う
で
を
つ
く
っ
た
。

　
「
な
に
よ
り
も
だ
い
じ
な
の
は
想
像
力
で
は
な
い
か
な
」
と
考
え
て
い
た
時
期
の
作
品

で
あ
る
。
作
者
は
仏
像
に
対
し
て
、表
面
か
ら
は
見
え
な
い
「
愛
」
の
物
語
を
見
て
い
る
。

仏
像
を
作
っ
た
人
々
の
愛
を
想
像
し
、
愛
の
思
想
を
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
。
想
像
力
の

中
で
も
、
見
え
な
い
も
の
を
見
る
と
い
う
、
も
っ
と
も
豊
か
な
感
性
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ

た
世
界
と
い
え
る
。
こ
の
作
品
は
、
指
導
者
の
山
際
に
と
っ
て
、
想
像
力
の
重
要
性
を
認

識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
詩
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
山
際
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
作
品
は
、
七
つ
の
文
か
ら
で
き
て
い
ま
す
が
、
目
で
見
た
事
実
を
書
い
て
い
る

　

の
は
、
二
行
目
と
五
行
目
で
、
あ
と
の
文
は
、
仏
像
の
中
に
自
分
の
と
ら
え
た
感
動
の

　

世
界
を
つ
め
こ
み
表
現
し
て
い
ま
す
。「
細
か
く　

す
み
ず
み
ま
で
き
ざ
ん
だ
仏
像
」。

　

そ
の
き
ざ
み
か
た
の
み
ご
と
さ
に
、
心
を
打
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
。「
仏
像
は　

小
さ

　

か
っ
た
」。
な
ぜ
こ
ん
な
に
小
さ
な
仏
像
が
、
い
ま
も
な
お
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
わ

　

た
し
の
心
を
ゆ
り
動
か
す
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
き
っ
と
村
の

　

人
み
ん
な
で
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
作
っ
た
か
ら
、
い
ま
こ
の
世
に
生
き
る
人
た
ち

　

に
も
、
こ
ん
な
に
も
感
動
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
と
、「
人
々
が
あ
せ
に
ま
み
れ
、
作
り

　

あ
げ
た
仏
像
」
と
書
き
、
そ
の
思
考
が
書
き
進
む
う
ち
に
確
信
に
ま
で
高
ま
り
、
こ
の

　

作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
村
の
人
み
ん
な
の
中
に
、
た
だ
普
通
に
生
き
る

　

人
だ
け
で
な
く
、
野
や
畑
を
は
い
ず
り
ま
わ
っ
て
生
き
て
い
る
人
々
の
愛
を
入
れ
て
い

　

る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
み
ご
と
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
仏
像
」
と
い
う
作
品
の
生
ま
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
指
導
者
の
目
で
と
ら
え
た
批
評
で

あ
る
。
山
際
の
い
う
よ
う
に
、「
目
で
見
た
事
実
」
は
二
行
し
か
な
い
。
あ
と
の
行
は
す

べ
て
、
そ
の
二
行
か
ら
想
像
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
想
像
は
、
仏
像
を
作
っ
た

人
々
の
愛
の
世
界
を
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
作
品
も
ま
た
、
思
想
型
の
す
ぐ
れ
た
児
童
詩

で
あ
る
。
山
際
は
、
ま
た
、
こ
の
批
評
を
ふ
ま
え
て
、
想
像
力
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

事
実
、
目
に
見
た
二
行
か
ら
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
々
を
思
い
浮
か
べ
、
人
間
の
協
力

　

と
愛
の
偉
大
さ
を
思
い
え
が
か
せ
、
み
ご
と
な
作
品
に
し
あ
げ
さ
せ
た
も
の
は
、
い
っ

　

た
い
何
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、「
想
像
力
」
と
い
う
こ
と
ば
が
自
然
に
う
か
ん
で
き
ま

　

す
。
仏
像
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
心
の
中
に
、
い
ま
ま
で
の
経
験
に
よ
り
蓄

　

積
さ
れ
て
い
た
人
々
の
あ
せ
、
愛
、
ほ
ほ
え
み
な
ど
の
よ
う
す
が
、
い
ず
み
の
よ
う
に

　

わ
い
て
き
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
れ
が
こ
と
ば
と
結
び
つ
き
、
作
品
が
生
ま
れ
た

　

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
想
像
力
」
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
想
像
は

　

な
さ
れ
ず
、
詩
も
ま
た
生
ま
れ
な
い
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
一
節
に
は
、
こ
の
作
品
に
出
会
い
、「
な
に
よ
り
も
だ
い
じ
な
の
は
想
像
力
で
は

な
い
か
な
」
と
い
う
確
信
を
得
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
詩
と
想
像
力
の

関
係
に
一
つ
の
道
筋
を
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
た
、
そ
の
意
味
で
の
画
期
的
な
作
品
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
山
際
の
力
の
こ
も
っ
た
作
品
評
に
は
、
そ
の
思
い
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

た
だ
見
た
ま
ま
を
く
わ
し
く
観
察
し
て
も
詩
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
想
像
力
の
介
在
が

な
く
て
は
詩
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
い
た
と
き
の
作
品
で
あ
っ
た
。

　

実
は
、
こ
の
詩
は
「
推
敲
後
」
の
作
品
で
あ
っ
た
、
と
い
う
（
９
）。
元
の
詩
は
、
次
の
よ
う

な
作
品
で
あ
っ
た
。

　
　
　

遠
足　
　
　
　
　

五
年　

野
間
恭
子

　
　

し
ゅ
色
に
つ
つ
ま
れ
た
寺

　
　

む
か
し
の
人
々
の
手
で
き
ざ
ま
れ
た
も
よ
う

　
　

気
品
の
あ
る
仏
像

　
　

風
に
な
で
ら
れ
る
み
ど
り
の
じ
ゅ
う
た
ん

　
　

金
色
の
米
つ
ぶ
が
ゆ
れ
て
い
る
。

　
　

美
し
い
風
と
大
自
然
の
中
で
ゆ
れ
る

　
　

大
き
な
仏
像
や
い
ね

　
　

人
々
の
努
力
が

　
　

一
つ
一
つ
の
も
の
か
ら
に
じ
み
で
て
い
る
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こ
の
作
品
は
、
遠
足
で
行
っ
た
お
寺
で
見
た
仏
像
を
、
お
寺
の
周
辺
の
実
っ
た
稲
穂
の

風
景
と
重
ね
て
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
よ
く
で
き
た
作
品
で
は
あ
る
。
た
だ
、
先

の
「
仏
像
」
と
く
ら
べ
る
と
、作
品
の
訴
え
る
も
の
は
弱
く
、ど
こ
か
道
徳
的
で
あ
る
。「
仏

像
」
に
み
ら
れ
る
愛
の
思
想
は
み
ら
れ
な
い
。
で
は
、
こ
の
作
品
は
ど
の
よ
う
な
推
敲
指

導
を
受
け
て
、「
仏
像
」
に
書
き
直
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

指
導
者
の
山
際
は
、
こ
の
作
品
に
対
し
て
、「
こ
の
詩
に
は
二
つ
の
こ
と
が
含
ま
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
か
一
つ
心
を
打
た
れ
た
方
を
中
心
に
、ど
ん
な
思
い
で
そ
れ
を
見
た
の
か
」

と
話
し
、書
き
直
し
の
視
点
を
与
え
た
。
こ
の
作
者
は
転
校
生
で
あ
り
、「
前
の
学
校
で
は
、

あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
の
が
よ
い
と
文
集
に
も
の
っ
て
い
る
の
に
先
生
は
、
な
ぜ
、
た
と

え
や
、
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
と
か
、
想
像
な
ど
と
い
う
の
か
」
と
尋
ね
た
こ
と
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
際
の
指
導
が
当
時
の
「
見
た
ま
ま
を
書
く
」
生
活
詩
と
ど

こ
が
違
う
の
か
、
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。「
見
た
ま
ま
を
書
く
」
詩
で
は
な

く
、
そ
こ
に
比
喩
や
想
像
の
指
導
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

る
。「
仏
像
」
と
い
う
思
想
型
の
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
推
敲
指
導
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
推
敲
指
導
の
実
践
も
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
豊
か

な
想
像
力
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
「
想
像
力
っ
て
何
か
な
」
と
い
う
、
同
じ
よ
う
な
課
題
を
追
究
し
た
次
の
よ
う
な
実
践

も
あ
る
）
10
（

。

　
　
　

小
さ
な
光　
　
　
　

四
年　

島
田　

博

　
　

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
よ
う
な　

小
さ
な
光
で
も

　
　

暗
や
み
に
は
い
っ
た
ら
、
一
メ
ー
ト
ル
の
よ
う
な
光
に
な
る
。

　
　

光
は
、
あ
い
て
が
よ
わ
い
と　

の
び
て
、

　
　
　

あ
い
て
が
つ
よ
い
と　

ち
ぢ
ま
る
。

　
　

走
り
も　

あ
い
て
で
き
ま
る
。

　
　

み
ん
な　

あ
い
て
で
き
ま
る
。

　
　

で
も
自
分
の
力
は　

い
っ
し
ょ
だ
。

　
　

い
ば
っ
て
も
つ
よ
く
は
な
い
。

　

題
名
の
と
お
り
、「
小
さ
な
光
」
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
主

題
は
光
そ
の
も
に
は
な
く
、「
あ
い
て
が
つ
よ
い
と　

ち
ぢ
ま
る
。
／
み
ん
な　

あ
い
て

で
き
ま
る
」
と
い
う
考
え
方
（
思
想
）
で
あ
る
。「
小
さ
な
光
」
を
見
て
い
て
、
光
と
人

間
の
関
係
の
新
た
な
考
え
方
（
思
想
）
を
発
見
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、

山
際
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
小
さ
な
光
」
は
、
四
年
生
も
も
う
終
り
の
こ
ろ
に
書
か
れ
た
作
品
で
す
。
光
の
も

　

つ
特
性
に
気
づ
き
、
そ
の
よ
う
す
を
心
に
絵
の
よ
う
に
思
い
う
か
べ
て
い
る
と
、「
暗

　

や
み
」
が
は
っ
き
り
と
し
た
姿
を
も
っ
て
現
れ
て
き
て
、「
光
は
、
あ
い
て
が
よ
わ
い

　

と
の
び
て
、
／
あ
い
て
が
つ
よ
い
と　

ち
ぢ
ま
る
」
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
た
の
で
し

　

ょ
う
。
そ
こ
で
思
考
は
、
光
か
ら
人
間
に
う
つ
り
、
人
に
つ
い
て
の
過
去
の
経
験
が
再

　

認
識
さ
れ
ま
す
。過
去
の
経
験
の
再
認
識
が
想
像
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

　
「
い
ば
っ
て
も
つ
よ
く
な
い
」
と
い
う
自
分
の
新
し
い
考
え
を
み
つ
け
だ
し
、
力
強
く

　

い
い
き
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
例
と
し
て
、
山
際
は
、
想
像
力
と
は
「
過
去
の
経
験
を
、
い
ま
目
の
前
に

あ
る
が
ご
と
く
心
象
と
し
て
え
が
き
出
す
こ
と
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
作
品
の
場
合
に
も
、「
人
に
つ
い
て
の
過
去
の
経
験
」
が
あ
っ
て
、
目
の
前
の
光
を
見

た
時
に
「
再
認
識
さ
れ
」
て
、
想
像
力
を
生
み
出
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
想
像
力
の
考
え
方
は
、
現
実
の
見
た
ま
ま
を
重
視
す
る
生
活
詩
と
も
、
心

の
中
の
心
象
風
景
を
重
視
す
る
主
体
的
児
童
詩
と
も
ち
が
う
、
独
自
の
考
え
方
で
あ
る
。

弥
吉
菅
一
は
、
山
際
の
児
童
詩
教
育
を
、
戦
後
児
童
詩
教
育
に
お
け
る
「
第
三
の
世
界
」

と
位
置
づ
け
て
い
る
）
11
（

。
的
確
な
評
価
で
あ
る
と
思
う
。

　

４　

比
喩
に
よ
る
詩
の
創
作
指
導

　

比
喩
は
、
詩
の
技
法
の
基
本
で
あ
り
、
思
想
型
の
創
作
指
導
に
お
い
て
も
重
要
な
着
眼

点
で
あ
る
。
そ
の
比
喩
の
力
を
、
詩
の
創
作
指
導
に
ど
う
生
か
す
か
。
山
際
鈴
子
の
実
践

を
モ
デ
ル
と
し
た
共
同
研
究
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
山
際
の
実
践
を
も

と
に
共
同
で
授
業
案
を
作
成
し
、
全
国
の
数
箇
所
で
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。
小
学
校
の
最
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後
の
国
語
学
習
と
し
て
、
自
分
の
将
来
の
夢
（
仕
事
や
生
き
方
）
を
「
詩
に
書
く
」
と
い

う
単
元
構
想
で
あ
っ
た
。
国
語
教
科
書
（
小
学
校
）
の
「
送
り
だ
し
単
元
」（
六
年
生
の

最
後
の
単
元
）
と
し
て
構
想
し
た
授
業
案
で
あ
る
。

　

こ
の
共
同
研
究
で
は
、
次
の
よ
う
な
山
際
学
級
の
作
品
（『
児
童
詩
の
世
界
』
所
収
）

を
モ
デ
ル
と
し
て
使
用
し
た
。

　
　
　

わ
た
し
は　

コ
ス
モ
ス
の
花
の
よ
う
に
生
き
た
い　
　

六
年　

市
森
香
須
子

　
　

風
に
さ
か
ら
わ
ず
、

　
　

風
の
な
が
れ
に
流
さ
れ
る
。

　
　

台
風
に
な
れ
ば
、

　
　

台
風
の
波
に
の
み
こ
ま
れ
る
。

　
　

一
し
ゅ
ん
、

　
　

静
か
な
と
き
が
お
と
ず
れ
る
と
、

　
　

コ
ス
モ
ス
は
、

　
　

思
い
の
ま
ま
に
、
ま
っ
す
ぐ
の
び
る
。

　
　

茎
が
お
れ
て
も
、

　
　
「
種
子
が
あ
る
で
は
な
い
か
。」

　
　

そ
う
い
い
つ
づ
け
て
、

　
　

成
長
へ
の
第
一
歩
を
い
さ
ん
で
い
く
。

　
　

コ
ス
モ
ス
は
、

　
　

だ
れ
に
も
た
よ
ら
ず
、

　
　

自
分
だ
け
を
た
よ
り
に
し
て
生
き
て
い
る
。

　
　

静
か
に
さ
い
て
い
る
と
お
と
い
美
し
さ
に
、

　
　

人
は
、

　
　

コ
ス
モ
ス
の
美
し
さ
を
持
ち
た
い
と
ね
が
っ
て
い
る
。

　

作
者
は
、
自
分
の
将
来
を
コ
ス
モ
ス
の
花
に
た
と
え
て
、「
コ
ス
モ
ス
の
花
の
よ
う
に

生
き
た
い
」
と
、
自
分
の
考
え
を
主
張
し
て
い
る
。
作
者
は
、「
コ
ス
モ
ス
の
花
」
に
自

分
自
身
の
生
き
方
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
思
い
の
高
ま
っ

た
と
き
に
比
喩
を
使
う
、と
い
う
表
現
法
で
は
な
く
て
、比
喩
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
作
品
の
比
喩
に
着
目
し
て
、
小
学
校
最
後
の
詩
の
創
作
指
導
単
元
を
構
想
し

た
。
小
学
校
を
卒
業
す
る
に
あ
た
っ
て
、将
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
た
と
え
」（
比
喩
）
を
使
っ

て
詩
で
表
現
す
る
、
と
い
う
単
元
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
こ
の
作
品
を
ヒ
ン
ト
に
書
か
れ
た
、
山
際
学
級
の
新
し
い
作
品
を
入
れ
て
、

次
の
よ
う
な
共
同
授
業
案
を
作
成
し
た
。
六
年
生
を
対
象
と
し
た
「
送
り
だ
し
単
元
」
で

あ
る
。

　
　

み
な
さ
ん
は
、
も
う
す
ぐ
、
卒
業
で
す
ね
。

　
　

こ
れ
か
ら
、
ど
ん
な
人
に
な
り
た
い
で
す
か
。「
も
の
」
に
た
と
え
て
、
書
い
て

み
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
る
「
も
の
」
の
特
長
を
、し
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
、自
分
の
「
思

い
」
を
か
さ
ね
て
、
詩
の
形
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

鈴
木
く
ん
は
、絶
対
に
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
に
な
り
た
い
、と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
「
思

い
」
を
、「
た
け
の
こ
」
に
た
と
え
て
書
き
ま
し
た
。

 　
　
　

た
け
の
こ　
　
　
　
　

六
年　

鈴
木
健
太
郎

 　
　

ぼ
く
は　

た
け
の
こ
の
よ
う
な

　
　

人
間
に
な
り
た
い
。

　
　

た
け
の
こ
は　

先
が
と
が
っ
て
い
て

　
　

根
性
が　

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

い
や　

ほ
ん
と
う
に　

あ
る
の
だ
。

　
　

ど
ん
な
悪
条
件
の
中
で
も

　
　

天
を
め
ざ
し
て　

す
く
す
く
伸
び
る
。      

　
　

人
に
食
べ
ら
れ
た
り　

虫
に
く
わ
れ
た
り
す
る
。

　
　

そ
の
い
く
つ
も
の
難
関
を
の
り
こ
え
な
が
ら
。

　
　

ぼ
く
も
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
の
道
を
は
ず
す
こ
と
な
く
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大
き
く
な
っ
て
い
く
。

　
　

た
け
の
こ
の
よ
う
に

　
　

こ
れ
か
ら
も　

ず
っ
と

　
　

一
つ
の
こ
と
を
め
ざ
し

　
　

そ
し
て　

大
人
に
な
っ
て
も

　
　

竹
の
よ
う
に

　
　

し
な
っ
た
り　

ゆ
れ
た
り
し
な
が
ら

　
　

時
の
な
が
れ
に
さ
か
ら
わ
ず
に

　
　

時
代
を
生
き
ぬ
い
て
い
き
た
い
。

 　
　

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
に
な
り
た
い
、
と
い
う
「
思
い
」
と
、「
た
け
の
こ
の
よ
う
に
生

き
た
い
」
と
い
う
「
た
と
え
」
が
、よ
く
合
っ
て
い
ま
す
ね
。
み
な
さ
ん
も
、将
来
な
っ

て
み
た
い
こ
と
を
決
め
、「
も
の
」
に
た
と
え
て
、
詩
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

詩
が
書
け
た
ら
、
文
集
を
作
く
っ
て
、
み
ん
な
で
読
み
合
い
ま
し
ょ
う
。

 　　

以
上
の
よ
う
な
授
業
案
で
あ
る
。
詩
の
基
本
的
な
技
法
で
あ
る
比
喩
に
、
自
分
の
将
来

を
託
し
て
表
現
す
る
、
と
い
う
創
作
で
あ
る
。
卒
業
に
あ
た
っ
て
、
将
来
の
こ
と
を
作
文

で
書
く
、と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
私
た
ち
の
プ
ラ
ン
は
、将
来
の
こ
と
を
作
文
（
散

文
）で
書
く
の
で
は
な
く
、比
喩
に
託
し
て
詩
で
書
く
、と
い
う
詩
の
創
作
指
導
案
で
あ
る
。

将
来
の
夢
を
作
文
で
書
く
と
な
る
と
、
と
か
く
概
念
的
な
内
容
に
な
り
や
す
く
、
個
性
的

な
表
現
を
生
み
に
く
い
。
そ
う
い
う
傾
向
を
避
け
た
い
、と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

「
思
い
」
を
も
の
に
た
と
え
る
と
、「
思
い
」
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
や
す
い
、

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
考
え
て
い
た
。

　

こ
の
授
業
案
を
実
践
し
た
学
級
か
ら
の
反
応
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
）
12
（

。

　

・
六
年
生
の
三
学
期
の
教
材
と
し
て
適
切
で
あ
る
。

　

・
自
分
の
将
来
や
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
よ
い
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。

　

・
自
己
へ
の
認
識
が
深
ま
っ
た
。

　

・
表
現
方
法
に
興
味
を
示
し
た
児
童
が
多
く
、
書
く
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

・
た
と
え
る
「
も
の
」
に
つ
い
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
面
的
な
心
情

　
　

を
豊
か
に
育
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

・
友
だ
ち
の
作
品
に
対
し
て
も
関
心
が
高
く
、
文
集
と
し
て
ま
と
め
る
の
に
適
切
で
あ

　
　

っ
た
。

　

私
た
ち
の
授
業
案
に
も
と
づ
い
て
、
独
自
の
指
導
案
を
作
成
し
た
実
践
も
あ
っ
た
。
そ

の
一
つ
の
事
例
（
二
時
間
扱
い
）
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
）
13
（

。

 　
　

①
作
品
「
た
け
の
こ
」
の
感
想
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　
　

②
自
分
は
、（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
に
な
り
た
い
。

　
　
　

将
来
、（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
の
よ
う
な
大
人
に
な
り
た
い
。 

　
　

③
た
と
え
る
も
の
（　
　
　
　
　
　
　

 　

）

　
　
　

理
由
や
特
長
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　
　

④
詩
を
書
く
。

　
　

⑤
詩
を
書
い
て
み
て
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

 　

①
で
作
品
「
た
け
の
こ
」
を
読
ん
で
感
想
を
も
つ
。
②
で
将
来
の
「
な
り
た
い
も
の
」

を
決
め
る
。
③
で
た
と
え
る
「
も
の
」
を
決
め
る
。
④
で
詩
を
書
く
。
⑤
で
比
喩
を
使
っ

た
創
作
の
感
想
を
書
く
、
と
い
う
授
業
案
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
学
級
で
は
、「
な

り
た
い
も
の
」
と
「
た
と
え
る
も
の
」
と
し
て
、以
下
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
　

・
パ
イ
ロ
ッ
ト
…
雷　
　
　
　
　
　

・
歴
史
学
者
…
一
里
塚

　
　

・
先
生
…
羽
毛
ぶ
と
ん　
　
　
　
　

・
漫
才
師
…
太
陽

　
　

・
刑
事
…
ヒ
ョ
ウ　
　
　
　
　
　
　

・
マ
ン
ガ
家
…
あ
り　

　
　

・
ピ
ア
ニ
ス
ト
…
花　
　
　
　
　
　

・
や
さ
し
い
大
人
…
木

　
　

・
バ
レ
リ
ー
ナ
…
白
鳥　
　
　
　
　

・
そ
の
他　

　
　

・
デ
ザ
イ
ナ
ー
…
ひ
ま
わ
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

創
作
さ
れ
た
作
品
は
、「
た
け
の
こ
」
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
思
い
を
も
の
に
託
し



異
化
の
詩
教
育
学
（
足
立
）

70

た
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
た
。「
な
り
た
い
も
の
」
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い

る
の
で
、
作
者
の
主
張
は
わ
か
り
や
す
く
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
か
ら
、
山
際
学

級
の
「
た
け
の
こ
」
の
詩
は
、
モ
デ
ル
教
材
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
親
し
み
や
す
か
っ
た

と
い
え
る
。
こ
の
実
践
研
究
を
通
し
て
、
詩
の
テ
ー
マ
を
比
喩
で
表
す
と
、
子
ど
も
た
ち

の
考
え
方
を
引
き
出
し
や
す
い
こ
と
、
そ
し
て
思
想
型
の
詩
を
作
り
だ
す
一
つ
の
有
力
な

詩
の
創
作
指
導
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。       

　

４　

山
際
学
級
を
支
え
た
児
童
・
保
護
者

　　

山
際
鈴
子
の
実
践
は
、
児
童
や
保
護
者
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
山
際
学
級
の
子
ど
も
た

ち
と
保
護
者
は
、山
際
の
実
践
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
山
際
鈴
子
著『
児

童
詩
の
世
界
』（
一
九
七
七
）は
、著
者
の
発
行
し
て
き
た
十
八
冊
の
詩
集
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

で
あ
っ
た
）
14
（

。
山
際
学
級
の
詩
集
は
、
毎
号
、
児
童
と
保
護
者
に
読
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
本

の
巻
末
に
、
山
際
の
実
践
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
と
保
護
者
の
感
想
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。　

　
〔
児
童
の
反
応
〕

　

・
ぼ
く
の
一
ば
ん
の
お
も
い
で
は
、
じ
ぶ
ん
で
じ
ぶ
ん
の
本
を
、
つ
く
っ
た
こ
と
で
す
。

　

は
じ
め
先
生
に
お
し
え
て
も
ら
っ
て
、
書
き
は
じ
め
た
と
き
は
、
い
ろ
い
ろ
そ
う
ぞ
う

　

し
て
書
く
の
で
、も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
で
し
た
。
い
ま
ま
で
の
作
文
の
じ
か
ん
と
、

　

ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
年　

山
本　

隆
）

　

・
先
生
、
家
の
こ
と
を
書
く
と
き
、
う
れ
し
い
と
き
と
、
か
な
し
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。

　

か
な
し
い
と
き
は
、
書
い
て
い
る
と
ほ
ん
と
う
に
な
み
だ
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま

　

す
。
う
れ
し
い
と
き
は
、
書
い
て
い
る
と
、
ま
す
ま
す
う
れ
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
ど

　

ち
ら
も
書
き
終
わ
っ
た
ら
、
た
の
し
い
気
も
ち
に
な
り
ま
す
。
か
な
し
い
こ
と
を
書
い

　

た
の
に
、
た
の
し
い
気
も
ち
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
先
生
、
教
え
て
く
だ
さ

　

い
ね
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
年　

東　

奈
緒
美
）

　

・
ぼ
く
た
ち
が
詩
を
は
じ
め
て
み
る
と
、
あ
い
て
を
見
る
み
か
た
が
変
わ
っ
て
き
た
。

　

何
か
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
と
詩
は
、
つ
な
が
っ
て
い
る
。
心
か
ら
出
て
い
く
詩

　

は
、
お
か
し
い
の
も
あ
る
。
う
そ
を
つ
く
詩
も
あ
る
。
そ
の
ま
ま
書
く
詩
も
あ
る
。
け

　

れ
ど
、
ど
ん
な
詩
も
、
読
ん
で
い
る
と
た
の
し
い
。
人
間
の
心
か
ら
出
た
詩
が
、
人
間

　

の
心
に
つ
た
わ
っ
て
入
っ
て
い
く
か
ら
だ
。
ぼ
く
は
、
み
ん
な
で
詩
を
書
き
、
詩
を
読

　

み
、
世
界
を
詩
だ
ら
け
に
し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
年　

石
谷
松
男
）

　

・
ぼ
く
は
詩
を
な
ら
っ
て
、
よ
か
っ
た
と
思
う
。
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
な
ん
と
な
く

　

好
き
に
な
っ
て
き
た
。
な
ぜ
好
き
に
な
っ
て
き
た
の
か
。
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
い
。
け

　

れ
ど
も
、
い
ま
で
は
、
と
て
も
だ
い
じ
な
も
の
の
よ
う
に
思
う
。
詩
は
、
ぼ
く
た
ち
の

　

し
ょ
う
が
い
を
み
ち
び
く
、
ぼ
く
た
ち
の
命
づ
な
と
い
っ
て
も
い
い
。
将
来
、
ぼ
く
た

　

ち
は
、
詩
に
書
く
よ
う
に
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
強
く
い
い
き
っ
て
、
生
き
て
い

　

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
詩
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
、
ぼ
く
の
心
は
満
足

　

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
年　

松
本
新
次
）

　
〔
保
護
者
の
反
応
〕

　

・
み
な
さ
ん
、
た
い
へ
ん
に
よ
く
、
自
分
で
見
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と

　

な
ど
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
小
さ
い
と
き
と
は
ち
が
っ
て
、
い
ま
ご
ろ

　

の
子
ど
も
さ
ん
た
ち
は
、
物
の
見
か
た
、
考
え
か
た
な
ど
も
、
か
わ
っ
て
き
て
い
る
の

　

で
し
ょ
う
か
。
と
く
に
、
空
想
力
の
す
ぐ
れ
て
い
る
の
に
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

（
川
崎
市
子
）

　

・「
と
け
い
」
第
一
号
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
家
族
の
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
読
ま
せ
て

　

い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
が
、
こ
こ
ま
で
成
長
し
、
五
才

　

に
な
る
妹
に
、
姉
さ
ん
ら
し
く
読
ん
で
き
か
せ
る
姿
を
見
て
、
思
わ
ず
涙
ぐ
み
ま
し
た
。

（
井
上
和
雄
）

　

・
ふ
だ
ん
そ
し
ら
ぬ
顔
を
し
て
、
わ
ん
ぱ
く
ば
か
り
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
、
こ
ん

　

な
に
楽
し
く
夢
を
み
た
り
、
す
ば
ら
し
く
お
も
し
ろ
い
想
像
を
し
た
り
、
ひ
と
り
ひ
と

　

り
の
個
性
が
い
か
さ
れ
て
お
り
、
お
ど
ろ
い
た
り
、
笑
っ
た
り
、
た
の
し
く
読
ま
せ
て

　

い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
詩
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
子
ど
も
の
姿
で
あ

　

る
こ
と
を
、
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
一
年
大
き
く
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
夢
も
考

　

え
も
、
い
ち
だ
ん
と
大
き
く
ふ
く
ら
ん
で
い
く
こ
と
を
、
心
ま
ち
に
し
て
い
ま
す
。

（
森　

好
子
）

　

・
子
ど
も
た
ち
の
作
品
集
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
子
ど
も
た

　

ち
の
胸
中
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
の
無
頓
着
な
、
い
た
ず
ら
盛
り
の
子
ど
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も
た
ち
が
、
ひ
と
つ
の
物
に
対
し
て
、
こ
ん
な
に
も
つ
き
つ
め
た
思
い
を
持
っ
て
い
る

　

と
は
、
想
像
も
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
ほ
ん
と
う
は
、
お
と
な
よ
り
も
子

　

ど
も
の
ほ
う
が
、
自
分
の
好
む
も
の
に
対
し
て
の
探
求
心
は
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま

　

し
た
が
、
そ
れ
を
こ
ん
な
に
た
く
み
に
文
章
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
い
ま
せ
ん

　

で
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
子
ど
も
ら
し
く
、
物
ご
と
を
見
つ
め
て
い
る
文
も
あ
る
と
思
え

　

ば
、
わ
た
し
た
ち
お
と
な
顔
負
け
の
物
の
見
方
、
表
現
を
し
て
い
る
文
も
あ
り
、
と
て

　

も
す
ば
ら
し
く
、
た
の
し
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
萬
田
滋
子
）

　　

山
際
学
級
の
実
践
は
、
こ
の
よ
う
な
感
想
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
の
感
想

を
み
る
と
、
低
学
年
で
は
、「
い
ろ
い
ろ
そ
う
ぞ
う
し
て
書
く
の
で
、
も
の
す
ご
く
お
も

し
ろ
い
で
す
」（
二
年
）
と
、
詩
を
書
く
楽
し
さ
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
学
年
に

な
る
に
つ
れ
て
、
詩
を
書
く
意
味
が
深
く
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、「
詩

を
は
じ
め
て
み
る
と
、あ
い
て
を
見
る
み
か
た
が
変
わ
っ
て
き
た
。何
か
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。」（
五
年
）「
詩
に
書
く
よ
う
に
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
強
く
い
い
き
っ
て
、
生

き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」（
五
年
）
と
い
っ
た
感
想
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
あ
げ

た
の
は
、
中
学
年
以
上
を
対
象
と
し
た
実
践
で
あ
っ
た
が
、
高
学
年
に
な
る
に
つ
れ
て
、

「
詩
を
書
く
」
こ
と
で
、「
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
」
し
て
い
く
こ
と
に
意
義
を
み
と
め

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
思
想
型
の
詩
の
生
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

保
護
者
の
感
想
は
、山
際
学
級
の
『
と
け
い
』（
一
年
）『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』（
三
、四
年
）

『
世
界
を
ま
わ
る
』（
四
年
・
五
年
）『
火
山
』（
六
年
）
な
ど
の
学
級
詩
集
を
読
ん
だ
感
想

で
あ
る
。
山
際
学
級
の
詩
集
か
ら
、
親
の
目
か
ら
で
は
見
え
な
か
っ
た
、
子
ど
も
た
ち
の

生
き
生
き
と
し
た
姿
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
詩
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
子
ど
も

の
姿
で
あ
る
こ
と
を
、
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
」「
ひ
と
つ
の
物
に
対
し
て
、
こ
ん
な
に

も
つ
き
つ
め
た
思
い
を
持
っ
て
い
る
と
は
、
想
像
も
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
っ

た
感
想
に
、
そ
の
点
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

山
際
学
級
に
は
、「
詩
を
書
く
」こ
と
の
本
質
に
ふ
れ
た
、次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る（『
児

童
詩
の
世
界
』
所
収
）。

　
　
　

詩　
　
　
　

四
年　

重
森
良
子

　
　

す
ん
だ
日
の

　
　

で
き
ご
と
を
、

　
　

手
づ
か
み
に
す
る
。

　
　

き
も
ち
を

　
　

み
ん
な
の
心
に
、

　
　

ノ
ッ
ク
す
る
。

　
　

家
を
た
て
る
よ
う
に
、

　
　

考
え
ま
く
る
。

　
　

日
本
か
ら
世
界
に

　
　

広
が
る

　
　

考
え
。

　
　

な
み
だ
の
き
も
ち
を
か
つ
い
で

　
　

心
に

　
　

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
る
。

　
　

書
い
た
人
の

　
　

な
み
だ
の
き
も
ち
が
、

　
　

か
ら
だ
に
し
み
こ
む
。

　
　

詩
は
、

　
　

心
に
す
い
つ
い
て
、

　
　

人
間
の
心
に
、

　
　

じ
し
ん
を
も
た
す
。

　

こ
の
作
品
を
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
詩
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
よ
く
わ

か
る
。「
行
が
え
」
の
多
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
行
一
行
の
フ
レ
ー
ズ
が
、
作

者
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
で
も
、
比

喩
が
多
く
使
わ
れ
、
比
喩
に
託
し
て
思
い
を
語
っ
て
い
る
。
と
く
に
、「
詩
は
、
／
心
に

す
い
つ
い
て
、
／
人
間
の
心
に
、
／
じ
し
ん
を
も
た
す
」
と
い
う
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

詩
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
子
ど
も
自
身
の
答
え
で
あ
る
。
山
際
学
級
の
児

童
詩
教
育
の
特
徴
を
象
徴
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
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研
究
の
ま
と
め

　

山
際
鈴
子
は
、
児
童
詩
教
育
の
ね
ら
い
を
、「
新
し
い
見
方
や
意
味
を
み
つ
け
出
し
、

ひ
と
り
の
た
っ
た
一
度
の
感
動
を
、
普
遍
的
な
も
の
に
し
あ
げ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま

す
」、
と
述
べ
て
い
る
）
15
（

。「
あ
た
ら
し
い
お
か
あ
さ
ん
」
に
つ
い
て
の
解
説
の
所
に
書
か
れ

て
い
た
文
章
で
あ
る
。
詩
の
創
作
指
導
で
育
成
す
る
思
想
と
は
何
か
を
、
明
解
に
述
べ
た

一
節
で
あ
る
。
自
己
と
自
己
を
取
り
ま
く
世
界
を
「
と
ら
え
直
す
」
こ
と
で
、
子
ど
も
た

ち
の
内
部
で
育
っ
て
い
く
も
の
が
あ
る
。
思
想
型
の
創
作
指
導
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
そ

の
「
思
い
」
を
、
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
す
表
現
教
育
で
あ
る
。

　

思
想
と
は
、
哲
学
用
語
で
「
感
覚
経
験
に
対
し
て
思
考
作
用
を
働
き
か
け
、
ま
た
、
想

像
力
を
加
味
し
て
生
じ
た
意
識
内
容
を
い
う
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
定
義
さ
れ
て

い
る
。
思
考
力
（
思
考
作
用
）
と
想
像
力
を
、
私
は
、
詩
教
育
に
お
け
る
重
要
な
学
力
と

考
え
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
か
ら
は
、
思
想
型
の
受
容
指
導
・
創
作
指
導
は
、
そ
の
思
考

力
と
想
像
力
を
育
て
る
教
育
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〔
注
〕

（
１
）
山
際
鈴
子
「
ひ
み
つ
は
、
ま
さ
し
く
大
き
な
感
動
な
の
で
は
」『
児
童
詩
の
世
界
│

詩
を
教
え
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
』
く
ろ
し
お
出
版　

一
九
七
七　

五
〇
頁
。

（
２
）『
児
童
詩
の
世
界
』
で
は
、「
比
喩
ー
表
現
の
手
だ
て
と
し
て
」「
比
喩
ー
新
し
い
意

味
の
発
見
の
方
法
と
し
て
」「
比
喩
ー
認
識
を
深
め
る
助
け
と
し
て
」「『
に
た
こ
と
』

で
書
こ
う
」「『
に
た
こ
と
』
を
、
そ
の
も
の
に
し
き
っ
て
」
と
い
う
観
点
で
、
く

り
か
え
し
指
導
さ
れ
て
い
る
。
山
際
学
級
の
作
品
に
比
喩
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る

の
は
、
そ
の
よ
う
な
継
続
的
な
指
導
の
成
果
で
あ
る
。

（
３
）
山
際
鈴
子
「
ぼ
く
の
く
せ　

な
お
し
た
い
」『
児
童
詩
の
世
界
』　

二
六
頁
。

（
４
）
畑
島
喜
久
生
「
解
説
」
現
代
児
童
詩
研
究
会
編
『
現
代
子
ど
も
詩
集
』
鳩
の
森
書

房　

一
九
七
二　

九
四
頁
。

（
５
）
山
際
鈴
子
「
あ
る
日　

と
つ
ぜ
ん
」『
児
童
詩
の
世
界
』　

九
四
頁
。

（
６
）
畑
島
喜
久
生
「
解
説
」『
現
代
子
ど
も
詩
集
』
一
〇
二
頁
。

（
７
）
山
際
鈴
子
「
美
し
く
見
え
る
も
の
は
、ほ
ん
と
う
に
美
し
い
か
」『
児
童
詩
の
世
界
』

　
　

九
二
頁
。

（
８
）
山
際
鈴
子
「
な
に
よ
り
も
だ
い
じ
な
の
は
想
像
力
で
は
な
い
か
な
」『
児
童
詩
の
世

　

界
』　

三
六
頁
。

（
９
）
山
際
鈴
子
「
指
導
者
の
記
録
」『
現
代
子
ど
も
詩
集
』
一
五
五
頁
。

（
10
）
山
際
鈴
子
「
想
像
力
っ
て
何
か
な
」『
児
童
詩
の
世
界
』　

三
八
頁
。

（
11
）
弥
吉
菅
一
「
解
説
・
山
際
先
生
の
児
童
詩
教
育
に
お
け
る
創
作
指
導
の
実
践
記
録

を
手
に
し
て
」『
児
童
詩
の
世
界
』　

一
八
八
頁
。

（
12
）
こ
の
調
査
に
は
、
札
幌
、
名
古
屋
、
愛
媛
、
大
分
の
実
践
家
の
協
力
を
え
た
。

（
13
）
名
古
屋
市
掘
田
小
学
校
の
あ
る
学
級
で
開
発
さ
れ
た
授
業
案
で
あ
る
。

（
14
）
山
際
学
級
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
詩
集
が
発
行
さ
れ
て
き
た
。『
ぼ
く
と
わ
た
し
の

く
に
』（
一
年
・
四
年
・
五
年
）『
レ
ー
ダ
ー
の
目
』（
三
年
・
四
年
）『
世
界
を
ま
わ
る
』

（
四
年
・
五
年
）『
火
山
』（
六
年
）『
ひ
よ
こ
』（
三
年
・
四
年
）『
と
け
い
』（
一
年
）

『
た
い
よ
う
』（
四
年
）
な
ど
。

（
15
）
山
際
鈴
子
「
ひ
み
つ
は
、
ま
さ
し
く
大
き
な
感
動
な
の
で
は
」『
児
童
詩
の
世
界
』

五
〇
頁
。

（
島
根
大
学
教
育
学
部　

言
語
文
化
教
育
講
座
）




