
詩
歌
学
習
指
導
法
の
研
究

―

直

観

的

総

合

的

詩

歌

学

習

指

導

法

を

中

心

に

―

竹

中

雅

幸

1

は
じ
め
に

7
舵
に
詩
歌
学
習
は
言

語
感
光
を
磨
き
'
想
像
力

･
発
現
力
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'

果
た
し
て
不
当
に
そ
う
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
J
L
伽
に
そ
う
だ
と
し
て
も
r
言
語
感
覚
を
贋
き
'
想
傑
力

･
襲
硯
力
を
豊
か
に
す

る
た
め
の
詩
歌
草
間
摘
噂
が
不
当
に
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
.か
｡
ま
i
}'
ど
の
よ
う
な
学
習
指
時
を
展
開
す
る
こ
と
が
そ
の
実
現

に
墳
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

中
学
校
教
育
現
喝
に
お
い
て
は
'
詩
歌
を
扱
う
学
習
単
元
は
少
な
く
.
単
元
に
お
け
る
敢
村
数
も
二
-
三
踊
､
あ
る
い
は
十
習

八
的
)
程
度
の
詩
歌
が
就
せ
ら
れ
て
い
る
に
す
き､
な
い
｡
ま
た
､
指
締
着
も
教
科
署
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
詩
歌
は
現
撒
性
が
高
く
'

生
徒
の
関
心
と
合
致
せ
ず
扱
い
に
く
い
と
考
え
て
い
Tか
<
が
多
い
｡

｢
詩
は
読
ま
せ
て
お
け
ば
い
い
L

r
音
読
'
朗
読
中
心
の
授
業

で
流
せ
ば
よ
い
し
と
言
っ
た
安
易
な
考
え
方
が
'
中
学
校
教
育
現
喝
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
こ
う
し
た
詩
歌
学
習
指

弾
の
現
状
を
見
る
と
き
､
国
語
教
育
に
お
け
る
詩
歌
学
習
の
正
当
な
位
聴
づ
け
を
兄
い
出
し
'
適
切
な
指
導
法
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
盛
栄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

本
研
究
は
'
中
学
校
の
謂
歌
学
習
指
揮
法
に
銀
点
を
当
て
て
'
詩
歌
軟
材
の
あ
り
方
及
び
指
導
法
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て

い
る
｡
研
究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
､
第

1
に
詩
歌
学
習
の
現
状
を
探
る
た
め
に
､
中
学
校
の
教
科
雷
軟
材
の
巽
格
や
ア
ン
ケ
ー

ト
に
よ

る
生
徒
の
詩
の
学
習
に
対
す
る
意
識
及
び
現
場
に
お
け
る
指
呼
者
の
共
態
を
考
辞
し
た
｡
第
二
に
将
領
あ
る
詩
歌
学
習
指
噂

の
某
践
者
と
し
て
宮
木
幹
男
氏
､
大
村
は
ま
氏
及
び
共
伐
的
哩
論
者
で
あ
る
足
立
悦
男
氏
の
三
氏
の
指
導
法
を
紹
介
し
考
賓
し
た
｡

第
三
に

｢
言
語
感
覚
を
磨
く
L
詩
歌
学
習
指
弾
の
あ
り
方
に
つ
い
て
具
体
的
な
共
践
例
の
分
析

･
考
碑
を
濁
し
､
共
証
し
た
｡

本
稿
で
は
､
自
ら
の
具
体
的
な
実
践
例
の

t
つ
で
あ
る

｢
直
別
的
総
合
的
詩
歌
学
習
指
噂
法
｣
を
中
心
に
論
述
し
な
が
ら
､
中
学

校
に
お
け
る
望
ま
し
い
詩
歌
学
習
指
噂
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い
き
た
い
｡
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二

審
感
的
総
合
的
詩
歌
学
習
指
導
法

-

単
元

｢
野
原
は
う
た
う

L

(
の
は
ら
む
ら
の
住
人
に
な

っ
て
)
を
中
心
に
し
て

-

(
-
)
直
感
的
総
合
的
謂
歌
等
習
捕
縛
法

の
定
義

自
ら
の
詩
歌
学
習
指
噂
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
､
全
文
罪
等

を
さ
せ
へ
そ
れ
か
ら

｢
読
む

｣
と
い
う
学
習
捕
勅
を
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
｡
こ
の

r
読
む
｣
と
い
う
の
は

｢
試
み

･
解
く
J
と
い

う
訳
解
が
中
心
で
あ
り
'
い
わ
ゆ
る
分
析
的
訳
解
鐸
鮮
法
の

1
手
法

で
あ

っ
た
｡
そ
の
た
め
に
'
惟
急
な
内
幕
梢
恋
に
建

っ
た
り
ー
語
句
の
耶
駅
に
終
始
し
た
り
'
教
師
中
心
の
押
し

っ
け
撹
某
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
t
と
反
省
さ
せ
ら
れ
る
｡
そ
う
し
た
詩
歌
学
習
指
噂
の
繰
り
返
し
が
､
訴
歌
ざ
ら
い
'
国
語
ざ
ら
い
の
生
徒
を

つ
く

っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
反
省
し
て
い
る
｡

ま
た
､
生
徒
の
共
鰭
が
'

7
つ

i
つ
の
去
目
薬
の
も

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
豊
か
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
苦
手
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
'
指
球
審
と
し
て
､
言
葉
の
働
き
や
言
葉
の
つ
な
が
り
を
読
み
深
め
て
い
V
よ
う
な
学
習
指
弾
を
仕
組
む
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た
｡
そ
れ
は
､
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に

r
読
む
｣
と
い
う
捕
執
自
体
が
詩
歌
を
味
わ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
t

r
読
み

･
解

く
｣
と
い
う
読
解
作
業
的
試
み
で
あ

っ
L
}
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

そ
う
L
L
}
反
省
に
た

っ
て
､

1
つ

1
つ
の
言
葉
の
持

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
た
め
に
'
そ
の
詩
歌
の
命
と
も

い
え
る
よ
う

な
言
葉
に
着
目
さ
せ
'
作
劇t
そ
の
も
の
を
繰
り
返
し
音
訳
'
朗
読
'
暗
唱
さ
せ
て
実
践
を
積
ん
で
き
た
｡
そ
の
結
束
t

l
つ
の
言
葉

に
著
目
さ
せ
て
言
葉

の
持

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
は
効
鼎
的
で
あ
る
が
､
そ
の
反
対
に
作
晶
全
体
の
読
み
が
市

河
に
な
る
と
い
う

マ
イ
ナ
ス
両
が
あ
る
よ
う
思
わ
れ
る
q

作
晶
そ
の
･,a
の
を
繰
り
返
し
音
読

･
朗
読
さ
せ
た
り
'
全
文
筆
写
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
､
そ
こ
か
ら
読
み
取

っ
た
生
徒
た

ち
の
感
動
が
兄
い
出
せ
れ
ば
そ
の
も
の
で
よ
し
と
し
て
授
業
を
終
え
る
教
材
が
あ

っ
て
も
よ

い
｡
生
徒
た
ち
の
感
性
を
引
き
出
し
て
､

作
品
の
内
容
､
表
現
の
核
心
に
迫
る
授
業
を
組
み
立
る
と
い
う
余
分
な
分
析
を
加
え
な
い
'
作
品
そ
の
も
の
と
向
き
合
う
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
く
学
習
方
法
を

｢
直
感
的
総
合
的
詩
歌
学
習
指
碍
法

L
と
呼
ぶ
｡
む
ろ
ん
t

r
直
感
的
総
合
的
詩
歌
学
習
指
導
法
｣
で

詩
歌
教
材
す
べ
て
を
学
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
'
作
品
に
よ

っ
て
描
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､

｢
直
感
的
総
合
的
学
習
指
導
法

｣
支
え
る
活
動
に
は
'
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
描
動
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
｡

1
つ
は
'
作
品
を
徹
底
的
に

｢
読
む
｣
と
い
う
消
動
で
あ
る
｡
言
発
の
持

っ
て
い
る
楽
し
さ
や
美
し
き
を
自
分
の

｢
口
L
で

味
わ
う
音
読
'
朗
読
､
暗
唱
｡
そ
れ
を
自
分
の
の

｢
耳
J
で
聞
き
'
味
わ

っ
て
い
く
方
法
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
音
と
し
て
の
言
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葉
の
紫
し
さ

･
美
し
き
を
十
分
に
感
じ
取
る
学
習

の
側
面
で
あ
る
｡
も
､三

つ
は
､
作
品
を
徹
底
的
に

r
書
く

J
と
い
う
捕
勅
で
あ

る
｡
自
分
の
手
で
全
文
視
写
す
る
捕
動
を
通
し
て

r
目
と
手
｣
か
ら
言
葉
を
心
で
受
け
止
め
､
預
の
中
に
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か

べ
て
い
く
方
法
で
あ
る
｡
青
く
こ
と
に
よ

っ
て
言
柴
と
言
葉
の
つ
な
が
り
､
響
き
あ

い
な
ど
を
読
み
取

っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き

る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
あ
く
ま
で
も
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
音
読

･
朗
読
の

｢
読
む

｣
方
法
も
全
文
祝
琴
な
ど
の

r
寄
く

｣
方
法
も

個

々
別

々
で
は
な
く
､
絶
え
ず
互
い
に
襟
積
に
関
連
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
､
こ
の
二
つ
の
消
劫
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
'

｢
読
む

･
聞
く

･
賓
く

･
話
す
｣
の
四
慣
域
を
関
逃

さ
せ
て
学
習
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
r
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
､
生
徒
中
心
の
授
業
を
仕
雑
む
こ
と

が
可
能
に
に
な
り
'
生
徒
主
体

の
授
業
の
尿
閉
が
可
能
と
な
ろ
う
｡
そ
う
し
た
仮
説
に
立

っ
て

r
常
感
的
総
合
的
学
習
指
導
法
｣
に

よ
る
授
業
某
伐
を
こ
こ
に
紹
介
し
､
詩
歌
学
習
指
導
法
の

1
手
段
と
し
て
詩
歌
の
持

っ
て
い
る
言
葉
の
音
楽
的
な
リ
ズ
ム
の
夷
し
き
'

楽
し
さ
を
味
わ
う
上
で
有
効
で
あ
る
点
及
び
今
後
さ
ら
に
工
夫
す
べ
き
点
に

つ
い
て
考
究
し
て
い
き
た
い
｡

(
2
)
柏
等
の
ね
ら
い

本
単
元
で
は
､
中
学
校
に
入
学
後
間
も
な
い
､

一
年
生
の
教
科
賓

(
平
成

5
年
版
光
村
図
番

)
の
詩

の
軟
材

r
野
原
は
う
た
う

｣

を
用
い
て
ー
生
徒
が
作
品
を
何
回
も
音
読

･
朗
読
し
た
た
り
ー
作
晶
を
背
き

写
し
i
}
り
し
て
作
品
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
自
分
の
詩

の
イ
メ
ー
ジ
を
頚
に
思
い
浮
か
べ
､
そ
の
詩
の
世
界
を
思

い
め
ぐ
ら
す
撹
累
は
で
き
な

い
も

の
か
と
考
え
､
次
の
よ
う
な
実
践
を
試

み
た
｡

こ
こ
で
扱
う
エ
珊
直
子
氏
の
詩
四
絹
は

r
の
は
ら
う
た
｣
か
ら
採

っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
生
徒
の
誰
も
が
似
た
よ
う
な
休
戦
を
し

た
こ
と
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
､
親
し
み
の
持
て
る
詩
で
あ
る
｡
し
か
も
'
ひ
ら
が
な
で
着
か
れ
て
お
り
'
わ
か
り
や
す
く
.

イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
や
す
い
詩
と
な

っ
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
'
詩

の
分
析
読
解
的
な
展
開
は

l
切
行
わ
ず
'
作
風
を
読
む
こ
と
と
t

の
は
ら
村
の
住
人
に
な

っ
て
作
品
を
創
作
す
る
こ
と
を
中
心
目
標
と
し
て
考
え
た
｡
な
お
､
実
践
に
あ
た

っ
て
は
､
詩
に
つ
い
て
興

味

･
関
心
を
深
め
さ
せ
る
た
め
に
'
次
の
三
点
に
留
置
す
る
こ
と
に
し
た
｡

①

一
人
読
み
､
グ

ル
ー
プ
読
み
な
ど
音
読
方
法
の
工
夫
を
し
た
り
'
金
作
晶
香
き
写
さ
せ
て
訊
ま
せ
た
り
し
て
､
訊
み
の
楽
し
さ

を
体
得
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
｡

②

｢
の
は
ら
う
た
し
の
他
の
作
曲
も
数
多
く
生
徒
に
与
え
て
､
詩
集
全
体
の
持

つ
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
よ
う
に
し
た
｡

⑧
自
分
も

｢
の
は
ら
村

し
の
住
人
に
な

っ
た
つ
も
り
で
'
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
考
え
創
作
さ
せ
.
自
作
の
詩
集
を
作
ら
せ
る
よ
う
に
し

た
｡
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平
成
五
年
四
月
に
行

っ
L
J実
践
の
指
導
案
の
概
軍
と
学
習
内
容

の
実
際
を
状
に
示
す
｡

(
3
)
指
導
日
操

①
音
声
発
現
の
工
夫
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
､
請
を
読
む
こ
と
は
お
も
し
ろ
く
､
楽
し
い
も
の
だ
と
体
感
さ
せ
る
｡

②
同

i
作
家
の
詩
を
数
多
く
出
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
'
表
現
の
特
徴
を
感
じ
と
ら
せ
た
り
'
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
盟
に
さ
せ
る
｡

③
詩
集
を
作
ら
せ
る
こ
と
を
通
し
て
'
詩
に
つ
い
て
興
味

･
関
心
を
深
め
､
作
品
を
作
り
あ
げ
る
瀞
び
を
味
わ
わ
せ
る
｡

(
4
)
拍
噂
計
画

(
展
開
の
大
賀

)

《
七
時
間
扱
い
》

第

一
次

･
･
･
学
習
目
標

･
学
習
内
容

･
学
習
手
順
を
確
認
し
､
田
柄
の
詩
を
黙
読
'
音
読
'
視
写
さ
せ
､
克
づ
い
た
こ
と
を
発

表
さ
せ
る
O

(
1
時
間

)

第
二
次

･
･
･
気
に
入
っ
た
詩
､
好
き
な
講
を

]
網
選
ば
せ
､
そ
の
理
由
を
発
表
さ
せ
た
り
､
朗
読
さ
せ
た
り
す
る
.
二

時
間
)

第
三
次

･
･
･
｢
の
は
ら
う
た
｣
の
冒
願
の
文
章

(
｢
ひ
か
り
あ
つ
め
j
)
や
他
の
作
品
十
政
綱
を
読
ま
せ
'
自
分
の
好
き
な
詩

を
集
め
さ
せ
る
｡

(
1
時
間
)

第
四
次

･
･
･
自
作
の
請
を
作
ら
せ
て

(
の
は
ら
村
に
住
人
に
な

っ
て
)

1
冊
の
詩
集
の
ま
と
め
さ
せ
る
｡

(
三
時
間

)

第
五
次

･
･
･
出
来
上
が

っ
た
各
自
の
詩
集
を
読
み
'
工
夫
さ
れ
て
い
る
点
'
気
に
入

っ
た
詩
な
ど
を
確
認
し
合
い
'
詩
集
作
り

を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
掘
り
返
さ
せ
る
｡

(
一
時
間

)

(
5
)
学
習
指
導
の
実
際

詩
を
何
回
も
読
ん
だ
り
､
作
品
を
視
写
し
た
り
し
て
詩
を
読
み
味
わ
う
こ
と
を
大
き
な
目
標
に
し
て
い
る
の
で
､
こ
こ
で
は
､
第

!
状
の
授
業
の
学
習
指
導
の
展
開
だ
け
を
を
載
せ
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
の
こ
と
を
基
に
し
て
発
展
し
た
学
習
の
成
果
を
6
の

(
3
)

で
言
及
し
た
い
｡

1

本
時
の
学
習
目
標

①
四
揃
の
詩
を
読
ん
だ
り
､
寄
い
た
り
し
て
作
品
ご
と
の
内
容
と
表
現
の
特
徴
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

②
野
原
の
生
き
物
の
気
持
ち
に
な

っ
て
読
ん
だ
り
'
気
に
い
っ
た
と
こ
ろ
を
発
表
し
た
り
す
る
こ
と
が
が
で
き
る
｡
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2

学
習
の
展
開6 5 4 3 2 1 学管内

祝 す 気 り作 詩 詩 学
時 るづ ､品 を を 習
の ○い 斉 の 視 各 日
確 た 読 内 写 白 蝶
認 こ す 容 す で の

を と る を る 背 確 寄
す を ○流 説 詑
る 発 み す
○ 表 取 る

確 . ト . し . ら . 学習捕動

認 気 に 詩 で 全 ノ 四 い ｢
す に 宵 を ､員 ー 輔 '野
る い き統 内 で ト の 日原
○つ 'ん 容 抗 に 綿 棒 は
た 発 で をん 四 を 等 う
詩 窮 み 読 だ 網 昔 を た
を す て み り の 読 確 う
選 る ､ 取 ' 話 す 詑 ｣
び ○気 りグ を る す の

づ 表 ル 祝 勺 る 卑
朗 い 現 ) 写 ○元
試 た の 7- す の
す こ 特 で る 進
る と 徴 読 め
こ を をん 方
と ノ 知 だ
を ー る り ね

に 一 り .分 . 九 一す う 指碍･塑岩ゴ次 発 簡 エ 班 に感 車重 無暗 言 単 未 字 間想の で な す 習 を等内 き こ る に あ雷 同
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(

6
)
実
践
の
検
討
と
課
題

-
学
習
指
導
の
兵
際
か
ら
学
ん
だ
こ
と

本
学
習
は
教
材
自
体
が
表
現
､
内
容
と
も
平
易
で
あ
り
'
歌
わ
れ
て
い
る
素
材
が
生
徒
に
と
っ
て
興
味
深
か
か
っ
た
た
め
'
ま
た
､

学
習
指
導
の
取
り
扱
い
が
精
査
､
分
析
を
避
け
'
音
訳
を
中
心
に
進
め
た
た
め
に
'
生
徒
は
稽
極
的
に
学
習
に
参
加
し
'
学
習
も
比

轍
的
ス
ム
ー
ス
に
流
れ
た
｡



次
に
教
科
番
の
本
文
を
示
し
て
お
く
｡

｢
ね
が
い
ご
と
｣

た
ん
ば
ぼ

は
る
か

あ
い
た
く
て

あ
い
た
ノ＼
て

あ
い
た
く
て

あ
い
た
く
て

き
ょ
,つ
も

わ
た
げ
を

と
は
し
ま

す

｢
お
れ
ほ
か
ま
き
り

L

か
ま
き
り

り
ゆ
う
じ

お
う

な

つ
だ
ぜ

お
れ
は

げ
ん
き
だ
ぜ

あ
ま
り

ち
か
よ
る
な

お
九
の

こ
こ
ろ
も

か
ま
も

ど
き
ど
き
す
る
ほ
ど

ひ
か
っ
て
る
ぜ

お
う

あ

つ
い
ぜ

お
れ
も

が
ん
ば
る
ぜ

も
え
る

ひ
を
あ
ぴ
て

か
ま
を

ふ
り
か
ぎ
す

す
が
た

わ
く
わ
く
す
る
ほ
ど

き
ま

っ
て
る
ぜ

｢
あ
き
の
ひ
j

の
ぎ
く

み
ち
こ

か
ぜ
が

と
お
り
す
ぎ
ま
し
た

わ
た
し
は

は
な
ぴ
ら
を

ゆ
す
り
ま
し
た

だ
れ
か
に

よ
ば
れ
た
き
が
し
て

ふ
り
か
え
る
と

ゆ
う
ひ
が

く
る
ノ＼
る
と

し
す
む
と
こ
ろ
で
し
た

｢
い
の
ち
｣

け
や
き

だ
い
さ
く

わ
し
の

し
ん
ぞ
う
は

た
く
さ
ん
の

こ
と
り
た
ち
で
あ
る

ふ
と
こ
ろ
に

だ
い
て

と
て
も
あ
た
た
か
い
の

で
あ
る

だ
か
ら

わ
し
は

い
つ
ま
で
も

い
き
て
い
く
の
で
あ
る

だ
か
ら

わ
し
は

い
つ
ま
で
も

い
き
て
い
て

よ
い
の

で
あ
る

33

指
噂
沓
な
ど
で
は
､
音
読
か
ら
朗
読
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
学
習
過
程
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
.

一
時
間
じ

っ
く
り

読
み
込
ま
せ
る
学
習
に
徹
し
た
｡
そ
れ
は
､
生
贋
各
自
が
自
分
の
読
み
に
自
信
が
も
て
ず
､
読
み
声
が
小
さ
い
の
で
､
ま
ず
'
大
き

な
声
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
L
L
J
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
.
生
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
'
し

っ
か
り
音
読
で
き
る
よ
う
な
状

潜
に
し
た
後
'
朗
読
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
考
え
i
J｡

1
閑
の
詩
を
読
む
に
J
､
教
師
の
範
訳
-
生
徒
に
よ
る
二
人
訊
み
'

1
斉
読

み
'
グ
ル
ー
ブ
読
み
等
読
み
の
形
を
変
え
る
と
と
も
に
､
方
法
的
に
も
黙
読
'
音
読
､
さ
ら
に
は
視
写
を
取
り
入
れ
捕
用
し
た
｡
そ

の
結
果
t

l
時
間
の
稗
わ
り
に
は
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
､
自
分
な
り
の
作
品
の
内
容
を
と
ら
え
L
J
上
で
'
感
動
を
こ
め
な
が
ら
読
め

る
よ
う
に
な

っ
た
｡

こ
の
授
業
実
践
か
ら
'
次
の
二
点
が
成
果
と
し
て
見
出
せ
る
こ
と
が
で
き
た
｡



①
作
品
に
よ

っ
て
は
'
直
感
的
総
合
的
指
導
法
で
作
品
を
読
む
こ
と
で
そ
の
講
の
内
容
､
表
現
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
も

の
が
あ

る
こ
と
｡

②
音
声
表
現
の
工
夫
や
変
化
で
詩
を
読
む
こ
と
が
発
し
い
と
共
感
で
き
る
こ
と
｡

①
に
つ
い
て
は
'
解
釈

･
読
解
を
拭
き
に
し
て
作
品
そ
の
も

の
を
じ

っ
く
り
読
み
込
む
こ
と
で
ー
詞

の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
'

味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
詩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
誰
さ
れ
た
｡

②
に

つ
い
て
は
､
詩
の
音
読
や
朗
読
の
工
夫
や
順
伴
性
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
今
ま
で
の
自
分
の
謂
歌

学
習
指
導
を
掠
り
返

っ
て
み
る
と
､
教
師
の
範
読
後
'
生
徒
に

一
度
音
読
さ
せ
､

｢
ど
ん
な
感
じ
の
詩
で
あ
る
か
し

｢
こ
の
詩
か
ら

押
か
ん
で
く
る
こ
と
は
何
か
L
等
を
尋
ね
'
祝
に
表
現
技
法
や
出講
句
の
解
釈
を
行
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
化
し
た
授
業
を
し
て
い
た
こ

と
が
多
い
｡
そ
う
L
i
J教
師
主
.V
的
な
授
業
で
は
'
生
徒
の
感
覚
や
感
性
を
う
ま
く
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
､
受
け
身
的
な
授
業

に
な
り
が
ち
で
あ

っ
た
｡
ま
た
'
詩
を
読
む
こ
と
も

r
読
む
こ
と
を
楽
し
む
し
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
'
読
解
の
た
め
の
読
み
と

い
う
意
識
が
強
く
'

｢
講
を
読
む
こ
と
は
栄
し
い
､
お
も
し
ろ
い
L
と
い
う
認
識
が
な
か

っ
i
J
.
し
か
し
､

い
ろ
ん
な
詞
の
読
み
方

を
す
る
こ
と
で
､
読
む
こ
と
自
体
が
発
し
い
と
感
じ
る
生
徒
が
増
え
'
意
欲
的
な
取
り
組
み
に
な

っ
た
｡

で
は
､

l
体
ど
う
い
う
作
品
が
直
感
的
総
合
的
指
導
法
に
適
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
､
次
の
項
で
考
え
て
み
た
い
.

2

｢
直
感
的
総
合
的
指
噂
法

L
に
適
し
て
い
る
詩
歌
軟
材

請
は
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
､
そ
の
こ
と
自
体
が
大
き
な
詩
の
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
い
ろ
ん
な
請
が
あ

る
中
で
直
感
的
総
合
的
指
導
法
に
適
し
て
い
る
詩
と
し
て
､
お
お
よ
そ
次
に
示
す
四
つ
の
型
が
あ
る
と
考
え
よ
う
｡

第

一
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
J
音
読
､
朗
読
に
適
し
て
い
る
詩
歌
及
び
嘗
弗
的
リ
ズ
ム
の
あ
る
詩
歌
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
今
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
音
読
'
朗
読
を
通
し
て
'
作
品
そ
の
も
の
を
法
る
ご
と
味
わ
う
こ
と
に
好
都
合

の
艮
い
軟
材
で
あ
る
｡
小
学

校
の
教
科
苛
に
も
言
葉
逝
び
的
な
詩
が
壊
近
多
く
所
載
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
澱
も
こ
う
し
た
指
呼
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

L
t
教
科
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
暮
図
も
そ
の
よ
う
な
ね
ら
い
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
小
学
校
の
教
科
事
に
あ
る

r
お
な
か
の
へ
る

う
た
｣

(
さ
か
た

ひ
ろ
お

参
考
請
-

)
や

｢
あ
め
L

(
山
田
今
次

参
考
請
2
)
な
ど
は
､
そ
の
敢
た
る
も

の
で
あ
ろ
う
｡

34

参

考

諦

-

｢
お
な
か
の

へ
る

う
た
｣

さ
か
た

ひ
ろ
お

ど
う
し
て
お
な
か
が
へ
る
の
か
な
｡



参
考
諦
2

け
ん
か
を
す
る
と
､
へ
る
の
か
な
｡

な
か
よ
し
し
て
て
も
へ
る
も
ん
な
｡

か
あ
ち
ゃ
ん
､
か
あ
ち
ゃ
ん
､

お
な
か
と
せ
な
か
が
く

っ
つ
く
ぞ
｡

(
光
村

小
二
)

あ

め

山

田

今

次

あ
め

あ
め

あ
め

あ
め

あ
め

あ
め

あ
め
は

ぼ
く
ら
を

ざ
ん
ざ
か

ざ
ん
ぎ
か

ぎ
ん
ぎ
ん

ざ
か
ざ
か

あ
め
は

ぎ
ん
ぎ
ん

あ
め

あ
め

ざ
ん
ぎ
か

た
た
/ヽ

ぎ
か
ざ
か

ざ
か
ざ
か

は

っ
た
て
ご
や
を

ね
ら

っ
て

た
た
く

ぽ
く
ら
の

ノヽ
ら
し
を

さ
び
が

ぎ
り
ぎ
り

や
す
む

こ
と
な
く

ふ
る

ふ
る

ふ
る

ふ
る

ふ
る

ふ
る

あ
め
は

ぎ
か
ぎ
ん

ぎ
ん
ざ
ん

つ
ぎ
か
ら

み
み
に
も

ば
く
ち

の
ぎ
ん
ぎ
ん

ぎ
か
ぎ
ん

ざ
か
ざ
か

つ
ぎ
へ
と

む
ね
に
も

ノヽ
ら
し
を

ぴ
し
ぴ
し

は
げ
て
る

し
き
り
に

ふ
る

ふ
る

ざ
か
ざ
ん

ざ
か
ざ
か

し
み
こ
む

か
こ
ん
で

た
た
く

や
ね
を

た
た
く

ぎ
か
ざ
ん

ざ
か
ざ
か

ほ
ど
に

た
た
く

(
教
育
出
版

小
五
)
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こ
れ
ら
の
詩
は
'
細
か
い
詔
句
の
解
釈
等
ほ
あ
ま
り
必
要
な
く
'
作
品
そ
の
も
の
を
繋
直
に
読
み
'
言
葉
の
持
つ
楽
し
さ
を
味
わ

う
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
参
考
詩
-

｢
お
な
か
の
へ
る
う
た
｣
を
読
め
ば
'
ま
ず
子
ど
も
た
ち
は

｢
こ
の
歌
､
幼
稚
園
で
歌

っ
た
こ
と
あ
る
よ
｡
｣

｢
知

っ
て
い
る
よ

し
｢
面
白
い
な

し
と
い
っ
た
反
応
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
｡
ま

た
､

｢
あ
め
L

(
参
考
持
2
)
も
'

｢
作
者
は
今
ど
こ
に
い
ま
す
か
?
し

｢
作
者
は
何
を
し
て
い
る
人
で
す
か
?
L

｢
季
節
は
'
時

間
は
?
L
と
い
っ
た
間
願

を
み
ん
な
で
話
し
あ

っ
て
考
え
る
こ
と
よ
り
も
'

｢
み
ん
な
で
間
が
し
き
り
に
降
っ
て
い
る
よ
う
に
読
ん

で
み
よ
う
し
と
っ
て
､
読
み
込
む
方
が
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
興
味
を
持

っ
て
'
授
業
に
入
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
班

対
抗
の
耶
銃
も
お
も
し
ろ
い
し
､
男
女
対
抗
の
グ
ル
ー
プ
読
み
も
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
｡
本
節
で
扱

っ
た
工
藤
直
子
氏
の

｢
ね
が
い
ご
と
J
も

｢
誰
が
誰
に
会
い
た
が

っ
て
い
ま
す
か
?
｣
と
分
析
的
に
読
解
す
る
よ
り
音
読
だ
け
で
十
分
に
読
み
と
れ
る
こ

と
は
'
実
践
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
｡

第
二
'
そ
の
作
晶
を
読
め
ば
説
明
な
ど
し
な
く
て
も
歌
わ
れ
て
い
る
詩
の
世
界
を
感
じ
る
詩
歌
'
つ
ま
り
直
感
的
に
感
じ
取
れ
る

詩
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
高
見
順
の

｢
冬
は
｣

(
参
考
請
3
)
な
ど
は
､
こ
の
例
に
当
て
は
ま
る
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
｡

参
考
詩

3

｢
冬
は
｣

高
見

順

手
か
ら
冷
え
る
時
と

足
か
ら
掃
え
る
時
と
が
あ
る
D

悲
し
み
は

い
つ
も
其

っ
す
ぐ
に
心
に
来
る
｡

こ
の
詩
は
､
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
､

r
悲
し
み
と
い
う
も
の
は
'
じ
わ
じ
わ
と
心
に
伝
わ
っ
て
く
る
む
の
で
は
な
く
､
ダ
イ
レ

ク
ト
に
心
に
突
き
刺
さ
る
も
の
で
あ
る
L
と
共
感
を
伴

っ
て
理
解
さ
れ
よ
う
｡

｢
な
ぜ
ー
悲
し
み
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
其

っ
徳
ぐ

心
に
V
る
ん
で
し
ょ
う
か
し
な
ど
と
分
析
し
て
も
昔
時
は
薄
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
こ
そ
'
黙

っ
て
こ
の
詩
を
読
み

｢
う

ん
'
わ
か
る
な
あ
｣

｢
感
じ
る
な
あ
L
と
い
う
詩
と
の
出
会
い
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
｡

第
三
に
'
詩
人
た
ち
に
よ
る
兵
儀
的
な
詩
､
視
覚
的
な
詩
な
ど
で
あ
る
.
例
え
ば
'
草
野
心
平
の

1
漣
の
粒
の
詩

(
参
考
請

4
)

な
ど
で
あ
る
｡



｢
春

殖

し

る
一る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る
る

こ
れ
ら
の
詞
は
､
読
み
手
で
あ
る
生
硬
ひ
と
り
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
に
感
じ
､
そ
れ
ぞ
れ
に
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
れ
ば
い
い

も
の
で
あ
っ
て
､
分
析

･
読
解
で
き
な
い
視
覚
的
な
感
覚
的
な
詩
で
あ
る
｡

第
四
に
ー
具
体
的
等
共
の
重
さ
で
訴
え
る
詩
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
職
争
や
原
畑
に
東
材
を
採
T.
L
J謂
な
ど
で
あ
る
｡
原
民
者
の

37

｢
水
ヲ
下
サ
イ
｣

(
参
考
詩
5
)

｢
原
爆
詩
集

序
｣

(
峠
三
吉
)
な
ど
で
あ
る
｡

参
考
詩
5

｢
水
ヲ
下
サ
イ
L

水
ヲ
下
サ
イ

ア
ア

水
ヲ
下
サ
イ

ノ
マ
シ
テ
下
サ
イ

死
ン
ダ
ホ
ウ
ガ

マ
シ
デ

死
ン
ダ
ホ
ウ
ガ

ア
ア

タ
ス
ケ
テ

タ
ス
ケ
テ

水
ヲ

原

民
葛

天
ガ
裂
ケ

祷
ガ
無
ク
ナ
リ

川
ガ

ナ
ガ
レ
テ
イ
ル

オ
ー
オ
ー
オ
ー
オ
ー

オ
ー
オ
ー
オ
ー
オ
ー

夜
ガ
タ
ル

攻
ガ
ク
ル



水
ヲ

ド
ゥ
カ

ド
ナ
タ

カ

オ
ー
オ
ー
オ
ー
オ
ー

オ
ー
オ
ー
オ
ー
オ
ー

ヒ
カ
ラ
ビ
タ
眼
こ

タ
ダ
レ
タ
唇
こ

と
リ
ヒ
リ
灼
ケ
テ

フ
】プ
フ
ープ
ノ

コ
ノ

メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
ノ

腰
ノ

ニ
ン
〟ノ
ン
ノ
ウ
メ
キ

ニ
ン
ゲ
ン
ノ

以
上

こ
れ
ら

の
詩
は
､
従
来
多
用
さ
れ
て
き
た
分
析

･
読
解
的
な
筒
の
鑑
賞
指
導
で
は
な
く
､
生
徒
た
ち
の
感
性
､
感
覚
を
引

き
出
す
よ
う
な
憤
怒
的
総
合
的
指
導
法
が
よ
り
効
果
的
で
あ
ろ
う
｡
詩
の
学
習
指
噂
の

]
側
面
と
し
て

｢
こ
の
請
い
い
な
あ

L
と
い

う
学
習
者
の
感
性
を
大
切
に
す
る
詩
の
味
わ
い
方
も
大
い
に
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢
こ
の
請
い
い
な
あ

L

｢
請

っ
て
お
も
し

ろ
い
な
あ
｣
と
い
う
経
験
を
多
く
稽
ま
せ
る
こ
と
が
詩
に
興
味

･
関
心
を
持
た
せ
､
詩
を
好
き
に
さ
せ
て
い
V
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
し
た
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
､
分
析

･
解
釈
よ
り
も
作
品
そ
の
も
の
の
受
け
止
め
方
､
読
み
取
り
方
を
大
串
に

す
る
直
感
的
総
合
的
詩
歌
学
習
指
噂
法
に
よ
る
詩
歌
鑑
賞
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

3

詩
集
作
り
を
通
し
て
の
生
徒

の
反
応
と
評
価

第

l
次
に
お
け
る
常
況

･
朗
読
を
中
心
に
L
i
J
直
感
的
総
合
的
学
習
指
噂
で
十
分
作
品
に
損
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
述
べ
て
き

た
｡
そ
の
原
動
力
の
発
展
と
し
て
第
四
次
に
お
い
て
は
'
生
徒
た
ち
は
状
に
示
す
よ
う
な
意
欲
的
な
創
作
捕
動
を
行

っ
た
｡

生
徒
た
ち
は
思
い
思
い
に
野
原
の
住
人
に
な
り
き

っ
て
自
作

の
詩
を
苛
き

つ
づ

っ
た
｡

ペ
ン
ネ
ー
ム
の

一
部
を
紹
介
す
る
と
t
か

せ
け
ん
た
'
く
も
た
ま
よ
'
く
ま
た
ろ
う
'
あ
さ
が
お
な

つ
お
､
か
れ
た
く
さ
ぞ
う
'
か
え
で
む
つ
み
'
あ
り
ん
こ
た
く
じ
'
か
え

る
か
ず
お
等
､
野
原
に
住
む
動
植
物
や
生
き
物
'
自
然
の
景
色
や
眺
め
の
立
場
に
L
}
つ
て
創
作
し
i
}も

の
が
多
い
｡
こ
の

｢
の
は
ら

う
た
し
と
い
う
詩
集
は
､

l
締

丁
坤
が
独
立
し
た
詩

で
あ
る
と
同
時
に
､
詩
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
詩
を
ま
と
め
て

1
網

の
詩
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
従

っ
て
､

一
掃

l
楠

の
詩
を
読
み
味
わ
う
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
'
全
体
の
ま
と
ま
り

と
し
て
の
詩
集
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
'
背
後
に
あ
る

r
の
ほ
ら
村

｣
と
い
う
大
き
な
世
界
を
想
像
す
る
こ
と
も
亜
賓
で
あ
ろ
う
｡

指
導
者
と
し
て
は
､
生
徒
た
ち
が
た
ん
ば
ぼ
や
か
ま
き
り
に
な
り
'
ま
た
､
創
作
し
た
あ
り
ん
こ
や
か
え
る
に
な
り
き

っ
て

｢
の
は

38



ら
む
ら
｣
で
遊
ぶ
よ
う
な
気
持
ち
で
創
作
で
き
る
と
い
い
と
考
え
た
.
創
作
さ
れ
た
詩
を
見
て
み
る
と
､
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
､
の

は
ら
む
ら
の
住
人
に
な
り
き
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
次
の
よ
う
な
詩
を
創
作
し
た
生
徒
が
い
る
｡

｢
雨
の
日
は
青
井
会
し

今
日
は
岡
が
降
っ
た
｡

久
し
ぶ
り
の
雨
だ
っ
た
｡

雨
の
日
は
音
発
会
だ
｡

ゲ
ロ

グ
ロ

グ
ロ

ゲ
ロ

グ
ロ

ゲ
ロ

次
は
横
の
苛
だ
｡

ゲ
ロ

ゲ
ロ

グ
ロ

グ
ロ

グ
ロ

〟ノ
ロ

か
え
る
か
ず
お

｢
春
の
詩
｣

た
ん
ば
ば

ば
ば
ば

そ
よ
か
ぜ

さ
ら
ら

あ
か
し
ろ

き
い
ろ

ち
ょ
う
ち
ょ
.b

ひ
ら
ら

う
さ
ぎ
も

ぴ
ょ
ぴ
ょ
ん

ぼ
か
ぽ
か
ぽ
か
か

の
は
ら
そ
の
こ



こ
れ
ら
の
自
作
の
講
は
､
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
楽
し
さ
を
求
め
i
}も
の
で
あ
り

生
徒
に
与
え
た
せ丁
習
の
手
引
き

｢
の
は
ら
む
ら
の

住
人
L
}ち
L
の
工
孫
直
子
氏
の
次
の
よ
う
な
請
が
下
地
と
し
て
あ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
｡

て

ん
て
ん
のう
た

て
ん
て
ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
は
い

つ
ば
め
な
ら
ん
で

て
ん
て
ん
て
ん

な
が
い
た
び
し
て

ご
く
ろ
う
さ
ん

お
し
ゃ
べ
り
は
ず
ん
で

て
ん
て
ん
て
ん

つ
ば
め
ひ
と
し

ま
た
.
言
発
の
リ
ズ
ム
よ
り
登
喝
人
物
に
な
り
き

っ
て
気
持
ち
を
代
弁
し
た
り
野
原
の
風
食
の
'
あ
る
均
間
を
中
心
に
捕
い
た
り

し
て
創
作
し
た
生
徒
も
多
い
.
例
え
ば
､
次
の
よ
う
な
請
を
脊
い
た
生
横
が
い
る
｡

｢
木
の
共
L

あ
き
の
そ
よ
か

ぜ

木
の
実
が
緒
ち
る

私
の
日
か
ら
も
塀
が
持
ち
る

悲
し

い
の
か

う
れ
し
い
の
か

う
れ
し
い
の
か

悲
し
い
の
か

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど

ぽ

つ
ん
ぽ
つ
ん
と
ひ
と
つ
ぶ
ず

つ

｢
空

の
贈

り
物
L

よ
る

ゆ
き
こ

冬
の

空
に
は
度
か
ら
雪
が
降

っ
て
く
る
｡

寒
く
な

っ
た
時

空
は

一
つ
の
贈
り
物
を
私
た
ち
に
お
V
っ

て
く

れ
る
｡

ね
ず
み
色
の
空
か
ら

真

っ
白
な
雪
を

こ
こ
で
は

'
創
作
と
し
て
の
詩
の
巧
拙
を
問
う

の
で
は
な
い
の
で
､
こ
れ
以
上
生
徒
の
自
作
の
綿
は
載
せ
な
い
が
'

一
連
の

｢
野



原
は
う
i
}う

｣
の
単
元
を
通
し
て
､
生
徒
i
}ち
は
い
き
い
き
と
こ
の
学
習
に
限
り
組
ん
だ
こ
と
を
理
解
し
て
い
L
Jだ
き
i
}
い
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
'
次
の
二
点
か
ら
言
え
る
｡

第

一
に
'
教
科
苫
田
輔
と
そ
の
他
十
数
桶
の
工
藤
直
子
氏
の
詩
を
十
分
に
読
み
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り

｢
の
は
ら
村

｣
の
空
想
世
界

を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
つ
か
め
L
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
創
作
に
も
抵
抗
な
く
自
然
な
形
で
入

っ
て
い
け
'

1
時

間
で
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
苛
け
た
こ
と
で
あ
る
｡

第
二
に
､
平
昇
で
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
の
あ
る
講
で
あ

っ
L
J
i
}
め
に
'
ま
た
､
試
射
的
な
詞
の
鑑
賞
指
噂
で
な
か

っ
i
J
た
め
に

生
徒
の
学
習
に
対
す
る
取
り
組
み
も
よ
く
､
終
始
意
欲
的
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
0

以
上
直
感
的
総
合
的
指
噂
法

の
利
点
と
問
題
点
を
音
読

･
朗
読
を
中
心
と
し
て

｢
詩
を
読
む
こ
と
し
の
共
伐
を
逆
し
て
述
べ
て
き

た
｡以

下

｢
苦
く
こ
と
を
中
心
に
し
た
直
感
的
総
合
的
指
導
法

｣
の
私
案
を
あ
げ
て
お
く
.

三

｢
寄
く
指
揮
を
中
心
と
し
た
作
品
放
る
ご
と
学
習
指
導
法

｣

-

背
き
換
え
指
弾
を
中
心
に
し
て

-

谷
川
俊
太
郎
の

r
こ
と
ば
あ
そ
び
の
う
た

し

(
福
音
館
寄
店

)
の
中
に
'

｢
い
る
か
｣

(
参
考
諦

6
)
と
い
う
詩
が
載

っ
て
い
る
｡

こ
の
詩
は
､
生
綻
た
ち
に
人
気
の
あ
る
詩
で
あ
る
｡

41

参
考
詩

6

｢
い
る
か
し

谷
川
俊
太
郎

音
さ
換
え

-

い
る
か
い
る
か

い
な
い
か
い
る
か

い
な
い
い
な
い
い
る
か

い
つ
な
ら
い
る
か

よ
る
な
ら
い
る
か

ま
た
き
て
み
る
か

い
る
か

い
る
か

い
な
い
か

い
る
か

い
な
い

い
な

い

い
る
か

い
つ
な
ら

い
る
か

よ
る
な
ら

い
る
か

ま
た
き
て

み
る
か

背
き
換
え

2

イ
ル
カ
イ
ル
カ

イ
ナ
イ
カ
イ
ル
カ

イ
ナ
イ
イ
ナ
イ
イ
ル
カ

イ
ツ
ナ
ラ
イ
ル
カ

ヨ
ル
ナ
ラ
イ
ル
カ

マ
タ
キ
テ
ミ
ル
カ



い
る
か
い
な

い
か

い
な
い
か
い
る
か

い
る
い
る
い
る
か

い
っ
ぱ
い
い
る
か

ね
て
い
る
い
る
か

ゆ
め
み
て
い
る
か

い
る
か

い
な
い
か

い
る
い
る

い
っ
ぱ
い

ね
て
い
る

ゆ
め
み
て

い
な

い
か

い
る
か

い
る
か

い
る
か

い
る
か

い
る
か

イ
ル
カ
イ
ナ
イ
カ

イ
ナ
イ
カ
イ
ル
カ

イ
ル
イ
ル
イ
ル
カ

イ

ッ
パ
イ
イ
ル
カ

ネ
テ
イ
ル
イ
ル
カ

ユ
メ
ミ
テ
イ
ル
カ

右
の

｢
い
る
か
し
は
音
読

･
朗
読
で
十
分
井
し
く
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
が
､
全
文
簿
写
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

r
い
る
か
し
は
動

物
の
名
前
の

｢
イ
ル
カ
｣
な

の
か
'

｢
居
る
'
居
な
い
J
の

｢
居
る
か
し
な
の
か
迷

い
'
イ
メ
ー
ジ
の
多
重
化
が
図
ら
る
｡

r
イ
ル

カ
L
と
読
む
子
ど
･3
'
ま
た
'

｢
居
る
か

し
と
読
む
子
ど
も
も

い
よ
う
｡
中
段
の
雷
き
換
え
Ⅰ
の
よ
う
に
分
か
ち
寄
き
に
し

て
み
る

と
'
さ
ら
に

r
イ
ル
カ
｣
と
読
む
の
か

r
居
る
か
｣
と
読
む
の
か
迷
い
､
輔
の
中
に
言
葉

の
混
乱
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ

れ
は

r
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
な

し
と
い
う
興
味
づ
け
に
も
な
り
､
詩
を
深
く
読
み
味
わ
う
き

っ
か
け
に
も
な
る
｡
ま
た
'
下
段

の
賓
き
換
え
2
の
よ
う
に
'
カ
タ
カ
ナ
省
き
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

r
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
の
遅
い
か
ら
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

の
変
化
が
あ

る
の
か
し
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
'
味
わ
う
こ
と
も
な
ろ
う
｡
こ
こ
で
示
し
た
よ
う
に
､
も
と
の
詩
を
カ
タ
カ
ナ
で
省

き
習
え
た
り
'
文
字

の
間
隔
を
開
け
た
り
す
る
こ
と
は
'
新
た
に
詩
を
見

つ
め
さ
せ
た
り
､
発
見
さ
せ
た
り
す
る
に
は
効
果
的
な
学

習
法
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
特
に
同
音
語
'
耕
昔
話
の
繰
り
返
し
の
多
い

｢
こ
と
ば
灘
び

｣
や
短
歌
､
俳
句
な
ど
音

の
響
き
を
大
切

に
す
る
教
材
に
お
い
て
は
'
か
な
り
有
効
な
学
習
方
法
の

一
つ
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
'
例
え
ば
'
次
の
杉
田
久
女
の
俳
句
の
喝
合

で
あ
る
｡

LIZ

｢
紫
陽
花
に
秋
冷
い
た
る
信
渦
か
な

し

(
杉
田
久
女

)

こ
の
､
俳
句
は
久
女
が
亡
き
父
の
埋
葬
式
の
た
め
に
松
本
を
訪
れ
た
時
に
作

っ
た
も
の
で
あ
り
'
松
本

の
城
山
公
園
に
句
碑
が
あ

る
｡
読
み
方
は

｢
あ
じ
さ
い
に
し

ゅ
う
れ

い
い
た
る
し
な
の
か
な

し
で
あ
る
｡
こ
れ
を
カ
タ
カ
ナ
や

ロ
ー
マ
字
で
寄
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡



｢ア
ジ

サ

イ

ニシ
ュ
ウ

レ
イ
イ
タ

ル
シ
ナ
ノ
カ
ナ
｣

r

a
z
I

S
a
-

n
･,.

S
y

u

ド

e
1
･1
1
a

ド

u

S
l

∩
a
n
O

k

a
∩
a
L

こ
の
よ
う
に
嘗
き
比
べ
て
み
る
と
､
こ
の
俳
句
の
言
葉
の
も

つ
特
徴
が
は
っ
き
り
す
る
｡

つ
ま
り
､
イ
音
の
連
続
で
こ
の
句
は
作

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢
ジ
｣

｢
イ
L

r
二
1

｢
シ
｣
の
イ
音
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
t

r
さ
わ
や
か
で
し
か
も
冷
気
の
滞
う

信
州
の
高
原
の
張
り

つ
め
た
感
じ

L
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
よ
う
｡
同
時
に
ア
音
も
多
い
こ
と
に
も
累
づ
く
で
あ
ろ
う
｡

ア
音
の
掠
り
退
L
に
よ

っ
て
ど

っ
し
り
と
安
足
し
た
俳
句
と
な

っ
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
詩
歌
を
全
文
視
写
し
た
り
'
寄
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
､
そ
の
詩
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
く

っ
き
り
朗
に
思

い
浮
か
べ
る
'
あ
る
い
は
'
新
し
い
見
方
を
兄
い
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
詩
歌
を
じ

っ
く
り
音
訳

･
朗
読
す
る
学
習
指
噂
及
び
詩
歌
を
背
き
写
し
た
り
､
書
き
換
え
た
り

し
な
が
ら
味
わ
う
学
習
指
導
は
'
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
詩
歌
や

｢
言
葉
遊
び
｣
的
な
詩
で
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
て
き

た
｡
そ
れ
は
､

｢
野
原
は
う
た
う

｣
の
実
践
や

｢
い
る
か
し
の
私
案
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
'
学
習
者
と
し
て
の
自
ら
の

休
職
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
｡

高
校
時
代
に

r
現
国
L
で
習
い
､
暗
唱
さ
せ
ら
れ
た
ベ
ル
レ
ー
ヌ
の

｢
持
ち
葉
L
や
三
好
連
泊
の

r
石
の
上
し
は
今
も
暗
唱
で
き

る
｡
語
句
の
解
釈
よ
り
'
佃
底
的
に
先
生
は
読
み
込
ま
せ
'

1
人

1
人
に
そ
れ
を
暗
唱
さ
せ
た
｡
そ
の
こ
と
が
､
現
在
の
私
の
詩
に

対
す
る
見
方
､
考
え
方
を
発

っ
て
く
れ
た
と
信
じ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
学
習
が
現
代
の
田
謂
教
室
か
ら
消
え
か
か

っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
危
供
さ
れ
る
9

r
言
語
の
教
育
と
し
て
の
国
語

L
が
見
直
さ
れ
て
い
る
現
在
'
国
語
教
師
が

｢
こ
と
ば
L
を
学
ば
せ
る
と
い
う
意
識
を
改
め
て
持

つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
こ
と
ば
そ
の
も
の
に

r
は
っ
し
と
L
L
}
り
､

｢
い
い
な
あ
'
こ
の
こ
と
ば

｣
と
新
鮮
な
架
き
を
持

っ
た

り
す
る
喝
を
子
ど
も
た
ち
に
与
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
そ
の
L
J
め
に
は
､
日
々
の
国
語
教
室
で
音
読
､
朗
読
､
昭
唱
を
も

っ
と

取
り
入
れ
て
'
読
み
声
の
響
く
国
語
授
業
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡
音
読
'
朗
読
､
哨
唱
に
よ

っ
て
耳
か
ら
入

っ
て
く

る
言
葉
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
で
き
る
生
徒
の
育
成
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡
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四

研
究
の
結
論

r
言
語
感
覚
を
磨
く
｣
と
い
う
観
点
に
立

っ
て
詩
歌
学
習
指
導
を
考
え
た
と
き
'
詩
歌
そ
の
も
の
の
特
性
を
ま
ず
見

つ
め
直
し
へ

そ
れ
を
踏
ま
え
て
学
習
指
導
法
を
稲
築
し
て
い
く
こ
と
が
東
軍
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
､
ア
ン
ケ
ー
ト
の
指
噂
者

の
同
省
か
ら
も
わ
か

る
こ
と
で
あ
る
が
J

｢
詩
と
は
ど
う
い
う
芸
術
で
あ
る
の
か
｣
と
い
う
根
本
的
な
同

い
に
対
し
て
r

r
好
い
-
こ
と
ば
の
芸
締

1

｢
凝
耕
さ
れ
'
洗
練
さ
れ
た
こ
と
ば
｣

｢
幾
槻
性
ー
暗
示
性
が
高

い
｣
な
ど
と
､
請
の
特
性
に
触
れ
て
答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
詩
の
特
性
か
ら
詩
の
学
習
指
導
を
考
え
て
み
る
と
'
視
写
し
た
り
'
首
き
足
し

･
賓
き
加
え

･
徽
文
化
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も

r
煙
い
L
と
い
う
特
性
を
招
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
え
よ
う
｡
生
徒
の
中
に
も
'

｢
粗
い
か
ら
集
中
で
き
る
L
と
い
っ
た

r
短
い
｣
と
い
う
観
点
で
判
断
し
て
い
る
も
の
も
多
い
｡

｢
舞

い
｣
と
い
う
詩

の
特
性
を
視
野
に
入
れ
て
授
業
を
仕
組
ん
で
い
く
こ

と
が
大
切
で
あ
る
｡
ま
た
'
音
声
言
譜
と
し
て
の

r
こ
と
ば

L
の
詩
歌
学
習
指
導
で
は
'

｢
音
読
､
朗
読

｣
を
十
分
に
晒
用
す
る
授

業
が
望
ま
れ
よ
う
｡
詩
歌
を

r
音
声
を
適
し
'
読
み
手
の
感
憎

の
入
っ
た
生
の
こ
と
ば
｣
と
し
て
耳
か
ら
味
わ

っ
て
い
く
方
法
が
有

効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
青
木
氏
'
大
村
氏
の
具
体
的
な
実
践
か
ら
も
よ
く
理
解
で
き
よ
う
｡
繰
り
返
し
音
読
す
る
､

グ
ル
ー
ブ
に
よ
る
朗
読
発
表
会
を
開
く
r
菅
説
か
ら
暗
唱
へ
と
発
展
さ
せ
る
､
と
い

っ
た
多
様
な
音
読
'
朗
読
を
試
み
て
詩
を
味
わ

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡

次
に
､
請
と
の
出
会
わ
せ
方
の
開
田
で
あ
る
｡
教
科
串
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
詩
歌
は
少
な
く
'
日
常
生
絹
の
中
で
も
詩
歌
に
触
れ

る
こ
と
は
輔
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
詩
歌
に
対
し
て
'
興
味

･
関
心
が
薄
く
､
親
し
み
を
持

つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
､
言
語
感
銘
を
磨
く
た
め
に
も
'
語
柴
を
増
や
す
た
め
に
も
多
種
多
様
な
詩
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
が
東
軍
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
'
指
導
者
が

｢
詩

の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
｣
を
作
成
し
て
様

々
な
筒
と
出
会
わ
せ
た
り
､
生
椀
た
ち
白
身
が
好
き
な
詩
を
集

め
て

｢
私
た
ち
の
詩
集
L
と
し
て

一
冊
に
ま
と

め
て
み
た
り
す
る
の
む
よ

い
方
法
で
あ
る
こ
と
は
､
卒
研
流
に
お
い
て
実
証
し
た
｡

そ
の
際
に
は
'
詩
の
形
態
が
追
う
作
品
を

t
牧
の
プ
リ
ン
ト
で
紹
介
し
'
詩

の
形
に
注
目
さ
せ
ー
形
か
ら
受
け
取
る
詩

の
お
も
し
ろ

さ
に
気
づ
か
せ
る
の
も
楽
し
い
試
み
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
t

r
音
訳
し
て
み
る
と
楽
し

い
話

し
と
超
し
て
､
谷
川
俊
太
郎
の

｢
こ
と
ば

あ
そ
び
L
な
ど
を
中
心
に
し
て
昔
流
に
適
し
L
J詩
を
紹
介
し
読
ま
せ
て
み
る
の
も
､
よ
い
詩
と
の
出
会
わ
せ
方
で
あ
ろ
う
｡

以
上

｢
言
語
感
覚
を
磨
く
1
と
い
う
詩
歌
学
習
指
導
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
て
授
業
に
臨
む
こ
と
の
遊
軍
性
､
詩
歌

の
特
性
に
そ

っ
L
}
詩
歌
学
習
指
導
の
必
苛
性
､
学
習
者
が
感
動

･
架
き

･
発
見
を
兄
い
出
す
よ
う
な
詩
歌
と
の
出
会
わ
せ
方
等
に

つ
い
て
'
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
こ
と
の

一
端
を
述
べ
て
き
た
｡

最
伐
に
'
詩
歌
学
習
指
導
に
お
い
て
'
生
徒
が
主
体
的
に
取
り
組
む
指
導
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
た
と
き
､
次

の
四
つ
の
留

意
点
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
｡

叔
綾
に
'
詩
歌
学
習
に
お
い
て
'
生
徒
が
主
体
的
に
取
り
租
む
指
導
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
考
え
た
と
き
､
次
の
四

つ
の
留
意
点
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が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
｡

生
徒
の
味
わ

い
方
を
大
串
に
す
る
と
い
う
こ
と
｡

(
学
習
者
の
感
性
､
好
み
を
生
か
す
拍
噂
)

親
し
み
の
あ
る
軟
材
を
用
富
す
る
こ
と
｡

(
魅
力
の
あ
る
I
親
し
み
の
持
て
る
教
材
の
発
掘

)

柔
軟
性
の
あ
る
指
碍
法
を
工
夫
す
る
こ
と
｡

(
多
様
な
学
習
指
導
法
の
開
発
､
学
習
形
態
の
工
夫

)

詩
歌
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
｡

(
詩
歌
の
特
性
を
生
か
し
た
学
習
柏
噂
法
の
工
夫

)

こ
れ
ら
の
E
I
つ
の
留
意
点
を
心
に
留
め
な
が
ら
､
生
徒
が
意
欲
的
に
'
し
か
も
詩
の
楽
し
さ

･
お
も
し
ろ
さ
を
体
感
で
き
る
よ
う
な

歌
学
習
柏
噂
の
改
尊
が
望
ま
れ
る
｡

五

今
後
の
課
揮

詩
歌
学
習
指
導
に
お
け
る
生
徒
'
軌
師
､
軟
材

の
実
潜
や

l
で
述
べ
た
特
徴
あ
る
詩
歌
学
習
指
呼
法
を
跨
ま
え
て
自
ら
の
仮
説
に

基
づ
く
共
成
の

一
つ

r
画
感
的
総
合
的
詩
歌
指
導
法

L
を
論
述
し
な
が
ら
､
中
学
校
に
お
け
る
望
ま
し
い
詩
歌
学
習
の
あ
り
方
を
探

っ
て
き
た
が
'
理
論
の
講
付
け
を
も
う

1
渉
滞
め
る
と
と
も
に
､
そ
の
他
の
指
噂
法
に
つ
い
て
ID
巽
俄
を
通
し
な
が
ら
'
言
謂
感
覚

を
磨
く
上
で
有
効
な
詩
歌
学
習
指
導
方
法
を
開
発
し
て
い
き
た
い
｡
具
体
的
に

｢
こ
う
い
う
点
で
有
効
で
あ
る
｣

｢
こ
う
い
う
言
葉

の
力
が

つ
い
た
し
と
生
徒
の
実
態
を
通
し
て
言
え
る
よ
う
な
研
究
に
し
て
い
き
た
い
｡
さ
ら
に
､
紙
幅

の
関
係
上
言
及
で
き
な
か

っ

た
膏
木
氏
､
大
村
氏
､
足
立
氏
の
詩
歌
学
習
指
導
法
の
具
体
的
な
実
戯
事
例
の
分
析
や
他
の
授
業
共
成
を
比
槻
検
討
し
'
さ
ら
に
丁

寧
に
そ
れ
ぞ
れ
の
の
詩
歌
学
習
指
導
法
の
特
徴
を
考
顕
し
L
J
い
｡
ま
た
､
三
氏
以
外
に
軌
…心
に
詩
歌
学
習
摘
噂
に
打
ち
込
ん
で
お
ら

れ
る
実
践
者
の
拍
坤
に
つ
い
て
も
研
究
を
深
め
､
優
れ
た
点
を
学
ん
で
生
き
i
J
い
｡

ま
た
､
生
徒
の
実
懸
調
査
も
総
括
的
な
生
味
の
共
慾
は

つ
か
め
た
も
の
の
'
具
体
的
に
ど
ん
な
詩
を
好
む
の
か
'
生
徒
の
心
を

つ

か
む
作
晶
の
傾
向
に
つ
い
て
の
調
査
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
､
も
う

一
度
そ
れ
ら
が
把
握
で
き
る
共
懸
調
査
を
行
い
､
深
く
迫
究
し

て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
｡

(た
け
な
か

ま
き
ゆ
き

更
埴
市
立
屋
代
中
学
校
教
諭
)
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