
高
校
国
語
、
現
代
詩
の
授
業
で
取
り
扱
わ
れ
る
教
材
か
ら
、
中
野
重
治
の

詩
「
歌
」
（
二
年
生
も
し
く
は
三
年
生
で
扱
わ
れ
る
）
に
つ
い
て
報
告
し
、
考

察
す
る
。

中
野
重
治
の
「
歌
」
は
、
彼
の
代
表
的
な
詩
で
あ
り
、
ま
た
、
通
常
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
詩
」
の
代
表
作
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
詩
史
の
ひ
と

こ
ま
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
ほ
ど
評
価
の
振
幅
の
激
し
い
も
の

も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
北
川
透
氏
は
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。わ

た
し
は
、
こ
の
作
品
を
読
む
た
び
に
、
い
つ
も
戸
惑
い
を
覚
え
る
。

か
つ
て
は
こ
の
作
品
を
当
時
の
新
し
い
杼
情
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
と

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
反
動
と
し
て
全
面
否
定
に
お
ち
い
っ

た
こ
と
も
あ
る
。
わ
た
し
一
箇
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
れ
は
読

み
手
に
そ
う
い
う
正
反
対
の
反
応
を
引
き
起
さ
せ
る
性
格
の
作
品
ら
し

①い
０

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

ｌ
教
材
研
究
と
授
業
Ｉ

「
歌
」
に
対
す
る
評
価
が
人
に
よ
っ
て
両
極
端
に
分
か
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

一
個
人
の
中
に
も
こ
の
詩
に
対
す
る
評
価
の
ぶ
れ
が
あ
る
こ
と
を
、
北
川
氏

は
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
正
反
対
の
反
応
は
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
。

戦
後
の
早
い
時
期
に
荒
正
人
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
の
『
歌
』
な
る
詩
が
、
よ
く
わ
か
る
か
、
わ
か
ら
な
い
か
ぎ
、
若

し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
時
期
に
た
ま
Ｊ
１
め
ぐ
り
あ
は
せ
た

か
、
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
決
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
と

も
と
た
い
し
た
詩
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
感
動
す
る
か
、
し
な
い
か
、

は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
ひ
と
の
詩
に
た
い
す
る
鑑
賞
力
の
良
否
に
よ

②

ら
ぬ
こ
と
掻
思
は
れ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
体
験
の
有
無
が
こ
の
詩
の
評
価
を
決
め
る
と

み
な
し
、
「
も
と
も
と
た
い
し
た
詩
で
は
あ
る
ま
い
」
と
結
論
づ
け
る
の
は
性

急
な
判
断
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
享
受
者
自
身
の
意
識
な
り
体
験
の

在
り
方
が
こ
の
詩
の
鑑
賞
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
作
家

中
野
重
治
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
の
知
識
の
有
無
も
ま
た
関
係
し

て
く
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
教
室
の
問
題
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、

田
口
道
昭

四
八



教
え
る
側
は
、
こ
の
詩
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
さ
か
ん
だ
っ
た
時
期

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
中
野
重
治
が
そ
う
し
た
運
動
に
参
加
し
よ

う
と
決
意
し
た
と
き
に
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
、
文
学
史
と
の
か
か
わ
り
な
い
し
は
作
者
の
伝
記
的
事
実
か
ら
、

こ
の
詩
の
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
良
一
氏
は
、

こ
の
詩
の
教
え
方
の
導
入
に
、
音
読
と
「
中
野
重
治
に
つ
い
て
の
知
識
の
確

認
」
を
挙
げ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
る
よ
う

③

に
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
詩
を
一
つ
の
独
立
し
た
作
品
と
し

て
読
む
態
度
と
別
個
の
も
の
で
は
な
い
か
。
教
室
の
生
徒
た
ち
は
、
そ
う
し

た
事
実
と
無
関
係
に
こ
の
詩
に
相
対
す
る
の
で
あ
り
、
最
初
に
中
野
に
つ
い

て
の
知
識
を
授
け
る
こ
と
は
、
生
徒
に
一
つ
の
先
入
見
を
与
え
て
そ
こ
か

ら
詩
を
み
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
文
学
の
授
業
、
な
か
ん
ず
く
詩
の

授
業
は
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
「
こ
と
ば
」
の
世
界
を
味
わ
い
鑑
賞

す
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
り
、
作
者
に
つ
い
て
知
る
の
は
、
こ
の
世
界
を
通

じ
て
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
教
え
る
側
は
、
ま
ず
中
野
重
治
の
伝
記
的
事
実
か
ら

独
立
し
た
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
、
ま
た
、
一
般
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の

④

記
念
碑
的
作
品
」
（
分
銅
惇
作
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
作
品
を
鑑
賞

す
る
に
あ
た
っ
て
文
学
史
に
安
易
に
よ
り
か
か
る
こ
と
は
慎
み
、
ま
ず
一
個

の
独
立
し
た
詩
作
品
と
し
て
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
く
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
何
も
「
歌
」
と
い
う
詩
と
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
の
関
係
を
不
問
に
付
す
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

「
歌
」
の
初
出
は
、
一
九
二
六
年
九
月
一
日
発
行
の
『
騎
馬
』
第
五
号
。

《
機
関
車
》
と
い
う
総
題
の
も
と
、
「
機
関
車
」
「
掃
除
」
「
県
知
事
」
「
無
政

府
主
義
者
」
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
。
後
、
『
中
野
重
治
詩
集
』
に
収
録
さ
れ

た
。
『
中
野
重
治
詩
集
』
の
初
版
は
、
一
九
三
一
年
十
月
五
日
、
ナ
ッ
プ
出
版

部
よ
り
発
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
製
本
中
に
警
察
に
押
収
、
禁
止
さ

れ
た
。
第
二
版
は
、
一
九
三
五
年
十
二
月
十
四
日
、
ナ
ウ
カ
社
よ
り
発
行
、

警
察
の
命
令
で
部
分
的
に
切
り
取
ら
れ
て
発
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二

つ
の
版
に
は
伏
字
が
あ
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
完
全
な
か
た
ち
で
発
行
さ

れ
た
。
教
科
書
で
掲
載
さ
れ
る
と
き
の
底
本
に
は
、
一
九
五
九
年
発
行
の
筑

摩
書
房
版
全
集
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。

以
下
、
詩
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

一
お
ま
え
は
歌
う
な
、

二
お
ま
え
は
赤
ま
ま
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌
う
な

三
風
の
さ
さ
や
き
や
女
の
髪
の
毛
の
匂
い
を
歌
う
な

四
す
べ
て
の
ひ
よ
わ
な
も
の

る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
詩
を
授
業
で
扱
っ
た
さ
さ
や
か
な
経
験
を
踏
ま
え
て
、
教

材
研
究
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
は
、
一
九
九
一
年
七
月
、
京
都
市
内

の
私
立
高
校
で
あ
る
平
安
高
校
の
二
年
生
四
ク
ラ
ス
、
筑
摩
書
房
版
『
国
語

Ⅱ
二
訂
版
』
（
昭
闘
・
３
）
を
使
用
し
て
行
っ
た
。

以
下
、
教
材
の
内
容
に
触
れ
る
な
か
で
授
業
の
仕
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一
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五
す
べ
て
の
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の

六
す
べ
て
の
も
の
う
げ
な
も
の
を
掻
き
去
れ

七
す
べ
て
の
風
情
を
續
斥
せ
よ

八
も
っ
ぱ
ら
正
直
の
と
こ
ろ
を

九
腹
の
足
し
に
な
る
と
こ
ろ
を

十
胸
さ
き
を
突
き
あ
げ
て
く
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
歌
え

十
一
た
た
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
弾
ね
か
え
る
歌
を

十
二
恥
辱
の
底
か
ら
勇
気
を
汲
み
く
る
歌
を

十
三
そ
れ
ら
の
歌
々
を

十
四
咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
厳
し
い
韻
律
に
歌
い
あ
げ
よ

十
五
そ
れ
ら
の
歌
々
を

十
六
行
く
行
く
人
び
と
の
胸
郭
に
た
た
き
こ
め

初
出
は
、
旧
仮
名
づ
か
い
。
ま
た
、
十
三
行
目
の
後
に
「
心
臓
を
い
ぶ
し

た
て
」
と
あ
り
、
十
四
行
目
は
「
咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
」
と
「
厳
し
い
韻

律
に
歌
ひ
上
げ
よ
」
に
改
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
が
、
前
半
（
一
行
目
’
七
行
目
）
の
「
歌
う
な
」
と
い
う
否
定
の

呼
び
か
け
と
、
後
半
（
八
’
十
六
）
の
「
歌
え
」
と
い
う
肯
定
の
呼
び
か
け

で
区
切
ら
れ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
後
半
は
さ
ら
に
、
歌
う
べ
き
内
容
（
八

’
十
三
と
、
歌
う
態
度
（
十
三
’
十
六
）
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
詩
建
冒
頭
、
「
お
ま
え
は
歌
う
な
」
と
い
う
単
刀
直
入
な
呼
び
か

け
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
「
お
ま
え
」
が
誰
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、
普
通
、
「
作
者
自
身
」
の
こ
と
で
あ
り
、
作
者
自
身
を
客
体
と
し
て
呼

び
か
け
た
も
の
で
あ
る
と
自
明
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
が
、
読
者
は
必
ず
し

も
「
お
ま
え
」
Ⅱ
作
者
と
受
け
と
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
自
身
が
授
業
で
教
え
た
生
徒
の
こ
の
詩
に
最
初
に
接
し
た
と
き
の
感
想

を
き
い
て
み
る
と
、
「
命
令
調
で
言
っ
て
い
る
。
重
治
は
え
ら
そ
う
だ
」
、
「
命

令
さ
れ
て
い
る
み
た
い
で
い
や
な
気
が
す
る
」
、
「
作
者
が
読
者
の
こ
と
を

『
お
ま
え
』
と
言
い
、
『
歌
う
な
！
』
と
命
令
し
て
い
る
の
が
む
か
つ
く
」

な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
生
徒
は
「
お
ま
え
」
と
い
う
言
葉
を
読
者

へ
の
呼
び
か
け
と
受
け
止
め
、
「
命
令
的
な
感
じ
」
「
強
制
的
な
感
じ
」
を
感

じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
想
を
抱
い
た
生
徒
に
「
お
ま
え
」

と
は
作
者
自
身
の
こ
と
を
指
す
の
だ
と
伝
え
た
と
し
て
も
、
な
お
違
和
感
は

残
る
。
「
自
分
が
自
分
に
言
っ
て
い
る
詩
な
の
に
、
人
（
他
人
Ｉ
引
用
者
）

に
ま
で
言
っ
て
い
る
詩
み
た
い
だ
っ
た
」
と
い
う
生
徒
の
感
想
も
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
生
徒
た
ち
が
「
お
ま
え
」
を
読
者
へ
の
呼
び
か
け
と
受
け
取
る

の
を
、
生
徒
た
ち
の
理
解
不
足
と
一
概
に
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
「
歌
」

と
い
う
詩
は
そ
う
し
た
解
釈
を
許
す
作
品
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
中
野
重
治
の
「
歌
」
と
い
う
詩
が
中
野
の
詩
の
中
に
占
め
る
位
置

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
中
野
重
治
詩
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
群

は
、
そ
の
書
か
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と
異
な
る
特
徴
を
み
せ
て
い

る
が
、
「
歌
」
も
ま
た
、
同
人
雑
誌
『
騒
馬
』
に
発
表
し
た
時
期
と
切
り
離
し

て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
『
驍
馬
』
は
大
正
十
五
年
四
月
創
刊
、
同
人
に

窪
川
鶴
次
郎
、
西
沢
隆
二
、
堀
辰
雄
、
宮
本
喜
久
雄
ら
が
い
る
。
そ
れ
以
前
、

中
野
は
、
同
人
雑
誌
『
裸
像
』
大
正
十
四
年
五
月
に
作
品
を
発
表
し
て
以
来
、

ほ
ぼ
一
年
間
詩
作
品
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
間
に
、
東
京
帝
国
大
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学
の
新
入
会
に
入
会
し
た
と
み
ら
れ
、
《
マ
ル
ク
ス
主
義
》
に
出
会
っ
て
い

ブ
ｏ
ｏ
ゞ

こ
の
時
期
の
中
野
の
詩
に
対
す
る
考
え
を
示
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
引
き

合
い
に
出
さ
れ
る
も
の
に
「
詩
に
関
す
る
断
片
」
（
『
聴
馬
』
大
正
十
五
年
六

月
号
）
が
あ
る
。
中
野
は
そ
こ
で
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
と
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス

⑤

キ
ー
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
共
産
主
義
入
門
』
へ
の
献
辞
を
．
編
の
す
ぐ

れ
た
杼
情
詩
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
同
じ
杼
情
詩
で
も
．

人
の
女
に
対
す
る
一
人
の
男
の
情
念
が
、
そ
の
性
質
上
著
し
く
個
人
主
義
的

で
あ
り
、
独
善
主
義
的
で
あ
り
、
時
に
は
頽
廃
的
で
あ
り
自
棄
的
で
さ
え
あ

り
う
る
に
反
し
て
」
、
「
こ
こ
に
披
げ
ら
れ
た
感
情
は
、
集
団
主
義
的
で
あ
り
、

光
明
的
で
あ
り
所
属
す
る
集
団
の
透
徹
せ
る
理
論
と
強
大
な
力
と
に
対
す
る

こ
ま
や
か
な
愛
と
信
頼
と
の
思
い
を
さ
へ
も
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
恋
愛
を
歌
う
も
の
を
個
人
主
義
的
、
独
善
主
義
的
、
あ
る
い
は
頽
廃
的
、

自
棄
的
と
み
な
し
、
階
級
闘
争
へ
の
参
加
、
「
党
」
へ
の
参
加
を
集
団
主
義

的
、
光
明
的
と
み
な
す
判
断
が
こ
の
時
期
の
中
野
に
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
詩
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
歌
」
と
同
じ

号
に
発
表
さ
れ
た
「
機
関
車
」
で
は
、
機
関
車
が
「
党
」
に
瞼
え
ら
れ
て
い
る
。

「
彼
は
巨
大
な
図
体
を
持
ち
／
黒
い
千
賞
の
重
量
を
持
つ
／
彼
の
身
体
の

各
部
は
悉
く
測
定
さ
れ
て
あ
り
／
彼
の
導
管
と
車
輪
と
無
数
の
ね
ぢ
と
は
隈

な
く
磨
か
れ
て
あ
る
／
（
中
略
）
／
そ
れ
が
車
輪
を
か
き
立
て
か
き
ま
は
し
て

行
く
時
／
町
と
村
と
を
ま
つ
し
ぐ
ら
に
馳
け
ぬ
け
て
行
く
の
を
見
る
と
き
／

わ
れ
ら
の
心
臓
は
と
ど
め
難
く
と
ど
ろ
き
／
わ
れ
ら
の
眼
は
抑
へ
ら
れ
が
た

く
泪
ぐ
む
／
（
中
略
）
／
輝
く
軌
道
の
上
を
／
全
き
統
制
の
う
ち
に
馳
け
て
行

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

く
も
の
／
そ
の
律
儀
者
の
大
男
の
後
姿
に
／
わ
れ
ら
今
熱
い
手
を
あ
げ
る
」
。

こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
読
者
は
、
中
野
に
と
つ
蚕
「
わ
れ
ら
」
の
意
識
を
共

有
で
き
る
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
「
わ
れ
ら
」
の
意
識
へ
の

安
易
な
よ
り
か
か
り
が
あ
る
。
同
じ
く
『
聴
馬
』
九
月
号
の
「
無
政
府
主
義

者
」
で
は
、
無
政
府
主
義
者
を
「
ど
こ
か
一
種
の
政
治
家
に
似
／
ご
ろ
つ
き

に
似
／
ま
た
ど
こ
か
縁
日
の
商
人
に
似
て
居
た
」
と
す
る
。
こ
う
し
た
独
断

が
、
ど
れ
だ
け
普
遍
性
を
獲
得
し
得
た
か
疑
わ
し
い
。

北
川
透
氏
は
、
こ
の
時
期
の
中
野
の
詩
作
に
つ
い
て
、
「
詩
の
主
格
が
《
僕
》

《
お
れ
》
《
わ
た
し
》
な
ど
の
第
一
人
称
か
ら
、
《
僕
》
や
《
お
れ
た
ち
》

の
複
数
に
転
移
」
し
て
い
る
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
「
外
か
ら

持
ち
こ
ま
れ
た
《
集
団
主
義
》
と
い
う
規
範
は
」
、
中
野
が
「
ど
の
よ
う
な
個

人
的
契
機
や
そ
れ
と
不
可
分
な
方
法
意
識
が
媒
介
」
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

「
内
在
的
な
問
い
を
十
分
意
識
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
よ
う
に
み
え
る
」
と

⑥

述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
「
歌
」
も
免
れ
て
い
な
い
。
表
現
さ
れ

た
も
の
か
ら
は
、
「
お
ま
え
」
は
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
読
者
へ
の
呼
び
か

け
で
あ
る
と
も
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
「
お
ま
え
」
を
指
す

の
が
読
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
き
、
前
述
の
よ
う
な
反
発
を
引
き
出
す
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
。
古
江
研
也
氏
は
、
「
『
お
ま
え
』
と
い
う
の
は
、
中
野
の

こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
呼
び
か
け
の
対
象
と
な
る
読
者
、
詩
人
一
般
を
指
し

⑦

て
い
る
と
受
け
取
れ
る
」
と
述
べ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
と
し
て
積
極
的
に
評

価
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
む
し
ろ
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
も
の
が

内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
み
る
よ
う
に

「
短
歌
的
杼
情
の
否
定
と
訣
別
」
と
い
う
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ

五
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こ
で
は
、
こ
の
作
品
を
、
中
野
重
治
と
い
う
「
存
在
」
、
あ
る
い
は
伝
記
的
事

実
か
ら
判
断
し
て
、
「
お
ま
え
」
Ⅱ
作
者
と
の
み
読
み
取
る
こ
と
の
問
題
点

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
‐

二
行
目
以
下
へ
「
歌
」
の
対
象
と
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
の
提
示
と
そ
の

否
定
が
う
た
わ
れ
る
。
生
徒
の
第
一
印
象
の
中
に
は
冒
頭
の
「
歌
う
な
」
と

い
う
言
葉
の
印
象
が
強
烈
で
歌
う
な
と
言
わ
れ
て
い
る
対
象
が
限
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
感
想
も
多
か
っ
た
の
で
、
否
定
さ
れ
る
対
象
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
「
歌
う
な
」
と
否
定
さ
れ
る
も
の
は
、
「
赤
ま
ま
の
花
」
で
あ
り
、

「
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
で
あ
り
、
「
風
の
さ
さ
や
き
」
や
「
女
の
髪
の
毛
の
匂

い
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
四
行
目
以
下
、
「
す
べ
て
の
ひ
よ
わ
な
も

の
」
、
「
す
べ
て
の
う
そ
う
そ
と
し
た
も
の
」
、
「
す
べ
て
の
も
の
う
げ
な
も

の
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
七
行
目
で
「
す
べ
て
の
風
情
を
擴
斥
せ
よ
」
と
概

括
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
二
、
三
行
目
で
は
否
定
の
対
象
と
な
る
も
の

を
感
覚
的
に
描
き
出
し
、
四
行
目
か
ら
六
行
目
で
そ
れ
ら
の
属
性
を
並
べ
「

掻
き
去
れ
」
と
否
定
し
、
七
行
目
で
概
括
的
に
否
定
す
る
か
た
ち
と
な
っ
て

い
る
。こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
否
定
」
の
性
質
で
あ
る
。
こ
の
「
否
定
」

が
単
純
な
否
定
で
な
い
と
し
て
も
、
「
自
己
否
定
を
ふ
ま
え
た
否
定
」
と
し

て
十
分
に
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
前
述
の
北
川
透
氏
の
問
い
に

か
か
わ
る
。
ま
た
「
古
い
杼
情
」
を
否
定
し
て
、
「
新
し
い
杼
情
」
を
う
た
っ

た
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
冒
頭
の
「
お
ま
え
」
が

作
者
を
意
味
し
な
い
場
合
に
は
、
「
自
己
否
定
」
の
意
味
を
失
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
詩
の
核
心
が
詩
人
自
身
の
弱
さ
に
つ
な
が
る
杼
惰
性
を
払
拭
し
て
、

革
命
運
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
そ
の
決
意
の
厳
し
さ
に
あ
る
と
し
た
ら
、

↓
「
自
己
否
定
」
を
欠
い
た
否
定
は
、
こ
の
詩
の
生
命
そ
の
も
の
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
戸
「
お
ま
え
Ⅱ
作
者
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
も

問
題
は
残
る
。
こ
の
こ
と
を
、
中
野
が
「
新
し
い
杼
情
」
を
う
た
い
得
た
と

い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
、
「
新
し
い

杼
情
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
次
の
中
野
の
発
言
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。彼

ら
の
あ
る
も
の
が
、
私
の
「
歌
」
と
い
う
作
を
、
そ
こ
で
私
が
女

の
髪
の
毛
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
う
た
う
こ
と
を
不
法
に
禁
止
し
た
と
い

っ
て
騒
い
で
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
目
く
ら
で
あ
っ
て
、
私
が
そ
こ

で
そ
れ
ら
を
か
つ
て
歌
わ
れ
な
か
っ
た
仕
方
で
歌
っ
て
い
る
の
を
見
ぬ

せ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
彼
ら
自
身
気
づ
か
ぬ
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
私
は
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
彼
ら
自
身
が
そ
れ

③

を
歌
う
こ
と
の
禁
止
と
し
て
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

中
野
の
言
葉
に
よ
る
と
、
「
歌
」
に
「
禁
止
」
（
「
否
定
」
）
し
か
み
な
い
の

は
、
そ
う
見
る
者
自
身
が
、
「
禁
止
」
（
「
否
定
」
）
し
か
見
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
《
ど
の
よ
う
に
歌
っ
た
か
》
に
つ
い
て
見
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
こ
の
言
葉
通
り
受
け
取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
北
川
透
氏
は
こ
の
発
言
に
つ
い
て
、
「
《
か
つ
て
歌
わ
れ
な
か
っ
た
仕
方

で
歌
》
う
と
は
、
方
法
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
否
定
と
肯
定
と
を
劃
然
と
し
て
分
け
る
歌
い
方
（
方
法
）
の
な
か
で
は
、

⑨

否
定
は
文
字
通
り
否
定
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ

五
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て
い
る
。
北
川
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
「
否
定
」
は
、
や
は
り

即
自
的
な
「
否
定
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
も
し
、

こ
の
詩
が
中
野
の
言
う
と
お
り
の
意
識
で
作
ら
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の

詩
の
「
生
命
」
を
失
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
が
、
は
じ

め
か
ら
「
否
定
」
を
歌
う
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
詩
の
生
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
作
者
の
自
己
否
定
の
痛
み
は
無
意
味
に
な

り
は
し
な
い
か
。
中
野
の
「
歌
」
の
否
定
は
即
自
的
な
否
定
で
あ
る
限
り
に

於
い
て
、
作
者
の
真
率
な
意
識
を
保
証
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
一
方
で
、
前
半
と
後
半
が
「
否
定
」
と
「
肯
定
」

で
区
別
さ
れ
、
そ
こ
に
媒
介
さ
れ
る
も
の
が
な
い
た
め
に
、
「
否
定
」
は
高

飛
車
な
か
た
ち
で
機
能
す
る
。
こ
れ
に
、
「
お
ま
え
」
Ⅱ
「
作
者
以
外
の
読
者
」

と
い
う
理
解
が
加
わ
る
と
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
詩
の
魅
力
は
、
こ
う
し
た
危
険
を
抱
え
な
が
ら
、

な
お
そ
う
う
た
わ
ざ
る
を
得
な
い
ｌ
あ
る
い
は
そ
う
否
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
作
者
の
決
意
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
重
の
性
格
が
、
こ
の
詩
の
好
悪

両
極
の
判
断
を
引
き
出
す
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
の
第
一
印
象
の
大
部
分
は
、

こ
の
詩
の
持
つ
命
令
的
で
高
飛
車
な
態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
視
点
を
変

え
て
、
な
ぜ
作
者
が
そ
う
歌
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
を
考
え
る
よ
う
に
し

た
い
。
そ
の
と
き
注
目
さ
れ
る
の
が
、
中
野
が
否
定
し
た
対
象
が
な
ぜ
ほ
か

な
ら
ぬ
「
赤
ま
ま
の
花
」
「
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
「
風
の
さ
さ
や
き
」
「
女
の
髪
の

毛
の
匂
い
」
な
ど
「
短
歌
的
な
杼
情
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
半
の
「
歌
え
」
と
呼
び
か
け
た
「
肯
定
」

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

の
対
象
よ
り
も
、
こ
れ
ら
「
否
定
」
の
対
象
の
方
が
類
型
的
で
な
く
、
真
実

味
の
こ
も
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
否
定
」

さ
れ
る
も
の
の
対
象
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
赤
ま
ま
の
花
」
、
「
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
、

「
風
の
さ
さ
や
き
」
、
「
女
の
髪
の
毛
の
匂
い
」
で
あ
る
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は

実
は
作
者
一
個
人
の
記
憶
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
身
に
し
み
つ
い
た
も

の
で
あ
り
、
う
し
ろ
髪
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
実
は
作
者
の
「
痛
み
」
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
「
歌
」
に
み
ら
れ
る
「
否
定
」
は
、
反
発
を

生
む
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
え
て
野
蛮
に
否
定
し
き
ろ
う
と
す
る
否

定
で
あ
り
、
そ
の
「
あ
え
て
野
蛮
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
中
野

の
強
さ
と
弱
さ
が
あ
り
、
否
定
の
痛
み
が
伴
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
「
お
ま
え
」
が
作
者
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
の
は
こ
の
部
分
な
の
で

あ
る
。
右
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
中
野
の
「
歌
」
以
前
の
詩
（
「
あ
か

る
い
娘
ら
」
「
挿
木
を
す
る
」
「
わ
か
れ
」
「
水
辺
を
去
る
」
な
ど
『
裸
像
」

期
の
も
の
）
や
、
中
野
自
身
影
響
を
受
け
た
室
生
犀
生
の
詩
な
ど
を
紹
介
す

る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

後
半
部
分
（
八
’
十
六
行
目
）
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
歌
わ
れ
る
べ
き
内

容
と
歌
う
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
歌
う
な
」
と
い
う
否
定
の
対
象
を
描

い
た
前
半
部
分
と
比
べ
て
「
歌
え
」
と
い
う
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
極
め

て
抽
象
的
理
念
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
、
「
腹
の
足
し
に
な
る
と
こ

ろ
」
「
胸
さ
き
を
突
き
あ
げ
て
く
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
」
、
「
咽
喉
を
ふ
く

ら
ま
し
て
」
、
「
胸
郭
に
た
た
き
こ
め
」
な
ど
「
肉
体
に
即
し
た
表
現
」
（
木
村

五
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⑩

幸
雄
）
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
切
実
な
思
い
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

九
、
十
三
十
二
行
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
」
で
あ
る
こ
と
を
感
知
さ

せ
る
部
分
で
あ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
そ
の
時
代
に
対
す
る
知
識
が

な
い
場
合
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
受
け
取
り
方
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
性
急
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
と
結
び
つ
け
る
よ
り
も
、
「
逆
境
に
あ

っ
て
、
そ
れ
を
は
ね
か
え
そ
う
と
す
る
意
志
」
（
十
一
、
十
二
）
や
作
者
に
と

っ
て
「
う
そ
で
な
い
も
の
」
、
「
切
実
」
な
も
の
が
希
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
八
、

十
）
を
ま
ず
理
解
さ
せ
た
い
。
十
四
行
目
に
は
「
咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
厳

し
い
韻
律
に
歌
い
あ
げ
よ
」
と
あ
る
が
、
何
よ
り
も
こ
の
詩
自
体
が
「
厳
し

い
韻
律
」
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

十
六
行
目
の
「
行
く
行
く
人
び
と
」
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
の
解
説
が

あ
る
。
中
野
は
、
「
行
く
行
く
」
が
、
「
や
が
て
」
、
「
つ
い
に
は
」
と
注
釈
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
ほ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
が
足
で
と
つ
と
つ
と
歩

き
な
が
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
す
れ
ち
が
う
人
び
と
、
追
い
す
が
る
人
び
と
、

そ
の
他
い
っ
ぱ
い
の
人
々
の
「
胸
郭
に
た
た
き
こ
め
」
と
言
っ
て
い
る

心
持
ち
だ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
「
歌
」
全
体
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
書
く
。

こ
れ
は
坐
っ
て
い
て
の
、
椅
子
に
腰
か
け
て
い
て
の
詩
で
は
な
い
よ

う
に
思
う
。
「
歌
」
の
調
子
と
い
う
か
、
リ
ズ
ム
と
い
う
か
、
と
に
か

く
そ
れ
は
、
坐
り
こ
ん
で
い
て
の
瞑
想
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な

最
後
に
主
題
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
詩
は
、
作
者
自
身
が
持
つ
古
い
短
歌

的
な
杼
惰
性
な
ど
の
「
弱
さ
」
を
ふ
り
き
っ
て
、
時
代
の
矛
盾
に
立
ち
向
か

お
う
と
す
る
、
そ
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
心
情
を
う
た
い
あ
げ
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
分
銅
惇
作
氏
は
、
こ
の
詩
の
主
題
を
「
情
緒
的
な
古
い
叙
情
を

捨
て
、
現
実
生
活
に
立
脚
し
た
革
命
的
な
精
神
を
厳
し
い
韻
律
で
歌
お
う
と

⑫

す
る
決
意
を
叙
し
た
も
の
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
詩
が
、
あ
え
て
野
蛮
た

ろ
う
と
す
る
意
志
と
作
者
自
身
の
痛
み
と
の
葛
藤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

授
業
を
終
え
て
み
る
と
、
な
お
こ
の
詩
の
持
つ
命
令
的
な
感
じ
」
、
「
強
制

的
な
感
じ
」
に
共
感
を
抱
け
な
い
生
徒
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ

ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
感
想
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
過
ご

せ
な
い
。 い

。
物
理
的
に
も
歩
い
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
詩
の
姿
は
、
街
道
を

と
つ
と
つ
と
歩
い
て
い
て
の
、
歩
き
つ
つ
の
も
の
と
見
ら
れ
る
と
思

⑪
》
ハ
ノ
ｏ

右
の
作
者
の
解
説
及
び
、
十
四
行
目
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
歌
」

の
全
体
の
リ
ズ
ム
は
、
厳
し
い
調
子
で
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
者
の

決
意
を
生
か
す
た
め
の
技
法
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
命
令

形
、
リ
フ
レ
ー
ン
、
脚
韻
な
ど
の
ほ
か
に
、
ま
た
、
「
歌
う
な
」
、
「
歌
え
」
、

「
歌
い
あ
げ
よ
」
と
い
っ
た
漸
眉
法
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
技
法
は
、

過
去
の
杼
情
に
決
別
し
て
、
新
し
い
詩
精
神
を
力
強
く
歌
い
あ
げ
よ
う
と
す

る
作
者
の
意
志
を
反
映
し
て
い
る
。

五
四



「
自
分
の
『
弱
さ
』
に
対
し
て
、
自
分
で
自
分
を
励
ま
し
て
力
強
く
な

ら
な
い
と
い
け
な
い
と
言
う
訴
え
が
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
」

「
歌
う
な
、
歌
え
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
え
ら
そ
う
な
感
じ
も
す
る
け

ど
、
逆
に
力
強
く
、
自
分
に
『
し
っ
か
り
し
ろ
』
と
何
か
自
分
に
厳

し
く
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
」

「
こ
の
詩
は
な
ん
だ
か
と
て
も
自
分
を
し
め
つ
け
て
い
る
よ
う
で
、
か

な
し
そ
う
な
詩
の
よ
う
に
思
う
」

「
こ
の
作
品
を
書
い
た
人
は
、
自
分
で
自
分
を
責
め
て
い
る
よ
う
だ
、

作
者
は
気
の
弱
い
人
だ
と
思
う
」

「
自
分
自
身
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
命
令
で
な
い
と
、
甘
え
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」

こ
う
し
た
感
想
に
は
、
一
九
二
○
年
代
か
ら
三
○
年
代
に
か
け
て
若
き
知

識
人
や
文
学
者
た
ち
が
、
日
本
の
現
実
を
変
え
よ
う
と
し
て
、
「
革
命
運
動
」

に
参
加
し
て
い
っ
た
、
そ
の
決
意
の
厳
し
さ
や
そ
れ
に
付
随
す
る
弱
さ
と
い

っ
た
も
の
を
理
解
す
る
道
が
開
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
肯
定
、
否
定
の
ど
ち
ら
の
感
想
も
、
作
品
そ
の
も
の
よ
り
も
、
こ

の
作
品
を
書
い
た
作
者
に
言
及
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
た
と
え
「
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
で
あ
っ
て
も
、
生
徒

が
こ
れ
だ
け
率
直
に
反
応
を
示
し
た
こ
と
に
、
と
も
す
れ
ば
詩
の
内
容
を
理

解
す
る
の
に
授
業
が
傾
け
ら
れ
が
ち
な
他
の
作
品
と
異
な
る
性
格
を
み
る
思

い
が
し
た
。
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
、
作
者
と
、
作
者
が
生
き
た
時
代
と
こ
の

詩
と
の
関
連
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
作
者
が
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
詩
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
や
む
に
や
ま
れ

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

以
上
を
踏
ま
え
て
、
授
業
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

一
朗
読
。
「
咽
喉
を
ふ
く
ら
ま
し
て
厳
し
い
韻
律
に
歌
い
あ
げ
よ
」
の
気

持
ち
を
生
か
す
つ
も
り
で
。
た
だ
し
、
「
赤
ま
ま
の
花
」
や
「
女
の
髪
の

毛
の
匂
い
」
を
あ
え
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
気
持
ち
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
単
純
な
力
強
さ
で
は
な
い
。

二
生
徒
に
第
一
印
象
を
書
か
せ
る
。
こ
の
場
合
、
「
お
ま
え
」
と
は
誰
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
考
え
る
よ
う
目
を
む
け
さ
せ
る
。
「
お
ま
え
」
Ⅱ

作
者
と
し
た
場
合
と
、
「
作
者
以
外
の
読
者
」
と
し
た
場
合
と
印
象
が
大
き

く
異
な
る
。
し
か
し
、
「
お
ま
え
」
Ⅱ
「
作
者
」
と
思
い
付
く
の
は
、
相
当

な
困
難
も
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
「
お
ま
え
」
Ⅱ
「
作
者
」
と
、
「
作
者

以
外
の
読
者
」
の
両
方
の
場
合
を
想
定
し
て
、
感
想
を
書
か
せ
て
も
よ
い
。

三
詩
の
構
成
を
考
え
る
。
前
半
の
否
定
の
部
分
と
、
後
半
の
肯
定
の
部
分

の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

四
歌
う
べ
き
も
の
で
な
い
も
の
と
し
て
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る
対
象
を
明

ら
か
に
す
る
。
そ
の
場
合
、
作
者
が
否
定
す
る
も
の
が
、
な
ぜ
、
ほ
か
な

ら
ぬ
「
赤
ま
ま
の
花
」
や
「
と
ん
ぼ
の
羽
根
」
、
「
風
の
さ
さ
や
き
」
や
「
女

の
髪
の
毛
の
匂
い
」
だ
っ
た
の
か
を
問
い
、
作
者
と
こ
れ
ら
の
も
の
と
の

関
係
を
考
え
る
。
そ
の
中
で
「
お
ま
え
」
と
は
、
誰
よ
り
も
「
作
者
」
の

五
五

ぬ
心
情
を
、
時
代
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
最
初
に
述
べ
た
作
者
自
身
の
伝
記
的
事
実
や
文
学
史
な
い
し
近

代
史
と
の
か
か
わ
り
は
こ
の
時
点
で
触
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

ー
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中
野
重
治
の
「
歌
」
は
、
詩
人
が
何
を
う
た
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
な
ぜ
そ
う
歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
詩
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
活
字
の
向

こ
う
に
あ
る
作
者
と
の
対
話
に
道
を
開
く
こ
と
、
ま
た
人
間
に
と
っ
て
《
表

現
》
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
き
っ
か
け
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。 こ

と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

五
後
半
は
、
抽
象
的
・
理
念
的
で
、
観
念
的
な
理
解
に
陥
り
や
す
い
。
前

半
で
否
定
さ
れ
る
も
の
と
の
対
比
の
中
で
そ
の
性
格
を
考
え
る
。
ど
ん
な

と
き
に
作
ら
れ
た
詩
だ
と
思
わ
れ
る
か
、
生
徒
の
想
像
力
を
働
か
せ
て
も

よ
い
。
ま
た
、
肉
体
的
な
も
の
の
表
現
に
気
付
か
せ
る
。

六
作
者
の
、
こ
の
詩
で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
を
生
か
す
た
め
に
ど
の
よ
う

な
技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
か
考
え
る
。
こ
の
詩
で
は
、
比
嶮
な
い
し
象
徴
、

脚
韻
、
リ
フ
レ
ー
ン
、
命
令
法
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
技

法
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
考
え
る
。

七
作
者
の
『
裸
像
』
期
の
詩
や
、
作
者
に
影
響
を
与
え
た
室
生
犀
生
の
詩

な
ど
を
紹
介
し
、
ま
た
、
作
者
の
生
き
た
時
代
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に

つ
い
て
、
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
「
歌
」
以
降
に
作
ら
れ
た
詩
も
紹
介
す

る
。
こ
の
場
合
に
も
、
文
学
史
の
中
に
固
定
せ
ず
、
作
者
が
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
詩
を
作
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考

え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。

八
授
業
を
終
え
た
あ
と
の
感
想
文
を
書
か
せ
る
。

〔
注
〕

①
『
中
野
重
治
』
（
昭
和
記
．
、
、
筑
摩
書
房
）

②
「
な
か
の
・
し
げ
は
る
論
」
（
『
文
化
展
望
』
昭
皿
・
皿
）

③
『
近
代
詩
の
教
え
方
』
（
昭
帥
・
５
４
刷
右
文
書
院
）

④
『
国
語
Ⅱ
二
訂
版
』
「
学
習
指
導
の
研
究
」
（
昭
鍋
・
３
筑
摩
書
房
）

⑤
そ
の
一
節
、

「
無
産
階
級
の
容
積
と
力
と
の
鋼
鉄
の
よ
う
に
固
い
具
現
に
ま
で

彼
の
英
雄
主
義
に
ま
で

彼
の
階
級
意
識
の
明
確
さ
に
ま
で

彼
の
資
本
主
義
に
対
す
る
〔
命
を
賭
け
た
敵
意
〕
に
ま
で

一
つ
の
新
し
い
社
会
と
強
大
な
〔
共
産
党
〕
と
の
〔
創
立
〕
の
た
め
の
彼
の
は

げ
し
い
衝
迫
に
ま
で

こ
の
書
物
を
我
ら
は
捧
げ
た
い

我
ら
は
こ
の
書
物
を
党
に
捧
げ
た
い

百
万
の
軍
隊
を
指
令
す
る
党
に

散
兵
壕
の
中
に
往
来
す
る
党
に

一
つ
の
宏
大
な
〔
国
家
〕
を
管
理
す
る
党
に

そ
の
「
土
曜
日
」
に
材
木
を
か
つ
ぎ

人
間
の
復
活
の
日
を
準
備
す
る
党
に

な
お
、
こ
れ
は
、
「
詩
に
関
す
る
断
片
」
の
中
で
中
野
が
翻
訳
し
た
も
の
。
〔
〕

は
当
時
伏
字
と
さ
れ
た
も
の
。

⑥
前
掲
、
『
中
野
重
治
』

⑦
古
江
研
也
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
の
指
導
Ｉ
中
野
重
治
『
歌
』
の
場
合
ｌ
』

（
熊
本
大
学
『
国
語
国
文
研
究
』
昭
謁
・
２
．
幻
） 五

六



③
「
小
山
書
店
版
『
中
野
重
治
詩
集
』
あ
と
が
き
」
（
昭
理
・
７
）

⑨
前
掲
、
『
中
野
重
治
』

⑩
弓
し
ら
な
み
』
・
『
歌
』
ｌ
風
土
と
叙
情
・
叙
情
か
ら
述
志
へ
Ｉ
」

（
日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
編
『
講
座
現
代
の
文
学
教
育
』
第
５
巻

中
学
・
高
校
〔
詩
・
評
論
編
〕
新
光
閣
書
店
昭
弱
・
５
）

⑪
「
二
篇
の
詩
に
つ
い
て
」
（
西
尾
実
他
編
『
現
代
国
語
２
学
習
指
導
の
研
究
』

筑
摩
書
房
、
昭
娚
・
３
）

⑫
前
掲
、
「
学
習
指
導
の
研
究
」

テ
キ
ス
ト
『
中
野
重
治
全
集
』
（
昭
団
・
９
１
弱
、
５
、
筑
摩
書
房
）

（
た
ぐ
ち
．
み
ち
あ
き
平
安
高
校
講
師
）

中
野
重
治
の
詩
「
歌
」

五
七


