
一
年
国
語
『
詩
の
世
界
』

『
て
が
み
』
教
材
文一

年

組

番

氏
名

て
が
み

寺
山

修
司

一
連

１

つ
き
よ
の
う
み
に

２

い
ち
ま
い
の

３

て
が
み
を
な
が
し
て

４

や
り
ま
し
た

二
連

５

つ
き
の
ひ
か
り
に

６

て
ら
さ
れ
て

７

て
が
み
は
あ
お
く

８

な
る
で
し
ょ
う

三
連

９

ひ
と
が
さ
か
な
と

よ
ぶ
も
の
は

10

み
ん
な
だ
れ
か
の

11

て
が
み
で
す

12

１

詩
型
は
？

・

連
構
成
の
詩

・

語

詩

２

表
現
技
巧
は
？

・
表
現
技
巧
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
、
ど
ん
な
表
現
技
巧
が
使
わ
れ
、
ど
ん
な
表
現
効
果
が
あ
る
の
か
書
き
な

さ
い
。

３

構
造
（
起
承
転
結
）
を
読
み
取
る
。

起承転結
４

主
題
を
読
み
取
る
。



『
て
が
み
』
の
教
材
分
析

『
て
が
み
』
の
表
現
技
巧
と
構
造
を
読
み
取
る
。

１

表
現
技
巧

・
す
べ
て
平
仮
名
→
平
仮
名
の
も
つ
優
し
い
イ
メ
ー
ジ

て
が
み

寺
山

修
司

・
１
行
「
つ
き
よ
の
う
み
に
」

一
連

１

つ
き
よ
の
う
み
に

・
「
昼
間
」
で
は
な
い
→
人
目
に
つ
き
た
く
な
い

２

い
ち
ま
い
の

・
「
川
」
で
は
な
い
→
拾
わ
れ
る
こ
と
が
な
い

３

て
が
み
を
な
が
し
て

・
３
・
４
行
「
な
が
し
て
や
り
ま
し
た
」
―
「
な
が
し
ま
し
た
」
と
の
比
較

４

や
り
ま
し
た

・
わ
ざ
と
（
意
図
を
も
っ
て
）
流
す
、
そ
う
す
る
の
が
良
い
と
の
判
断

・
「
て
が
み
」
が
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
優
し
く
自
由
に
す
る

二
連

５

つ
き
の
ひ
か
り
に

―
擬
人
法

６

て
ら
さ
れ
て

７

て
が
み
は
あ
お
く

・
５
行
「
つ
き
の
ひ
か
り
に
」

８

な
る
で
し
ょ
う

・
青
白
い
光
、
不
思
議
な
力
を
も
つ
、
異
形
の
物
に
変
化
さ
せ
る

・
７
・
８
行
「
て
が
み
は
あ
お
く
な
る
」

三
連

９

ひ
と
が
さ
か
な
と

・
「
つ
き
の
ひ
か
り
に
て
ら
さ
れ
て
」
「
あ
お
く
な
る
」
変
化
す
る

よ
ぶ
も
の
は

・
青
白
い
光
だ
か
ら
「
あ
お
く
」
は
当
然
だ
が
、
何
か
「
て
が
み
」
で

10

み
ん
な
だ
れ
か
の

な
い
も
の
に
変
化
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

11

て
が
み
で
す

12

・
９
～

行
「
さ
か
な
」
＝
「
だ
れ
か
の
て
が
み
」
→
隠
喩

12

２

構
造

て
が
み

寺
山

修
司

・
句
点
を
つ
け
る
と
、
「
連
」
ご
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
連

１

つ
き
よ
の
う
み
に

起

・
１
行
「
つ
き
よ
の
う
み
に
」
と
５
行
「
つ
き
の
ひ
か
り
に
」
の

２

い
ち
ま
い
の

対
応
→
同
じ
場
面
・
情
景
を
詠
ん
で
い
る
。

３

て
が
み
を
な
が
し
て

・
３
・
４
行
「
て
が
み
を
な
が
し
て
や
り
ま
し
た
」
の
結
果
と
し

４

や
り
ま
し
た

て
、
７
・
８
行
「
て
が
み
は
あ
お
く
な
る
」

・
７
行
の
「
て
が
み
」
は
「
う
み
に
な
が
さ
れ
た
て
が
み
」

二
連

５

つ
き
の
ひ
か
り
に

承

６

て
ら
さ
れ
て

※
二
連
は
、
一
連
を
承
け
て
い
る
。

７

て
が
み
は
あ
お
く

８

な
る
で
し
ょ
う

・
一
連
・
二
連
は
、
現
実
の
世
界
の
出
来
事
を
述
べ
て
い
る
。

・
三
連
は
、
幻
想
的
な
、
現
実
で
は
な
い
世
界
を
述
べ
て
い
る
。

三
連

９

ひ
と
が
さ
か
な
と

転

・
一
連
・
二
連
が
「
情
景
」
な
の
に
対
し
て
、
三
連
は
「
心
情
」

よ
ぶ
も
の
は

・

（
作
者
の
気
持
ち
・
考
え
）
を
述
べ
て
い
る
。

10

み
ん
な
だ
れ
か
の

結

11

て
が
み
で
す

※
三
連
は
、
一
連
・
二
連
か
ら
「
変
化
」
し
て
い
る
。

12

三
連
は
、
作
者
の
「
言
い
た
い
こ
と
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

※
三
連
は
一
つ
の
文
な
の
で
、
「
転
」
と
「
結
」
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。



３
『
て
が
み
』
の
主
題
を
読
み
取
る
。

○

詩
の
「
主
題
」
は
、「
題
名
」
と
「
転
」・
「
結
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
転
」
・
「
結
」
で
あ
る
三
連
が
「
主
題
」

と
な
る
。
「
ひ
と
が
さ
か
な
と
よ
ぶ
も
の
」
＝
「
み
ん
な
だ
れ
か
の
て
が
み
」
と
い
う
作
者
の
考
え
・
思
い
が
「
主
題
」
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
隠
喩
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
た
と
え
」
で
何
を
言
い
た
い
の
か
を
考
え
る
。

三
連

９

ひ
と
が
さ
か
な
と

９
行
「
さ
か
な
」
は
、
一
連
１
行
「
つ
き
よ
の
う
み
」
の
「
う
み
」
か
ら
の
連
想

よ
ぶ
も
の
は

で
あ
る
。
「
う
み
」
に
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
＝
「
さ
か
な
」
と
連
想
し
た
。

10

み
ん
な
だ
れ
か
の

「
ひ
と
」
に
「
さ
か
な
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
本
質
的
に
何
な
の
か
と
い

11

て
が
み
で
す

う
作
者
の
疑
問
が
そ
の
背
景
に
感
じ
ら
れ
る
。

12

○

「
て
が
み
」
は
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
。「
て
が
み
」
に
た
と
え
て
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の
は
何
か
。

「
て
が
み
」
が
何
な
の
か
、
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
一
連
・
二
連
で
あ
る
。

「
つ
き
よ
の
う
み
に
」
「
な
が
し
て
や
」
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
て
が
み
」

一
連

１

つ
き
よ
の
う
み
に

は
、
人
目
に
つ
き
た
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
流
し
て
消
し
て
し
ま
い
た
い
も
の
と
考

２

い
ち
ま
い
の

え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「
な
が
し
て
や
り
ま
し
た
」
だ
か
ら
、
「
て
が
み
」
を
人
で

３

て
が
み
を
な
が
し
て

あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
意
志
を
尊
重
し
て
「
な
が
し
て
」
や
っ
た
と
も
考
え

４

や
り
ま
し
た

ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
い
ち
ま
い
の
て
が
み
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
長
く
な
く
、

思
い
が
綿
々
と
書
か
れ
た
も
の
と
も
い
え
な
い
。

・
こ
の
「
て
が
み
」
は
、
誰
の
「
て
が
み
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
か
？

自
分
の
「
て
が
み
」
だ
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
相
手
に
「
伝
え
ら
れ
な
い
」「
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
思
い
と
考
え
ら
れ
る
。

相
手
か
ら
の
「
て
が
み
」
だ
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
「
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
自
分
の
思
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
「
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
「
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
思
い
が
こ
も
っ
た
、
し
か
も
外
に
出
す
こ
と
の

で
き
な
い
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
思
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

・
そ
の
「
て
が
み
」
を
「
な
が
し
て
や
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
思
い
を
思
い
切
ろ
う
と
す
る
、
自
分
の
中
で
け
り

を
つ
け
よ
う
と
す
る
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。

○
「
て
が
み
は
あ
お
く
な
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

「
つ
き
の
ひ
か
り
に
て
ら
さ
れ
て
」
「
あ
お
く
な
る
」
。
青
白
い
月
の
光
に
照
ら

二
連

５

つ
き
の
ひ
か
り
に

さ
れ
て
「
あ
お
く
」
な
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

６

て
ら
さ
れ
て

し
か
し
、
「
あ
お
く
な
る
」
と
い
う
変
化
を
起
こ
し
た
と
考
え
る
と
、
狼
男
や
ド

７

て
が
み
は
あ
お
く

ラ
キ
ュ
ラ
が
月
の
光
で
変
化
し
た
よ
う
に
、「
つ
き
の
ひ
か
り
」
は
普
通
の
も
の
を
、

８

な
る
で
し
ょ
う

異
形
の
も
の
に
変
化
さ
せ
る
、
不
思
議
な
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て

自
分
の
思
い
が
こ
も
っ
た
「
て
が
み
」
は
、
「
さ
か
な
」
と
い
う
「
異
形
の
も
の
」

に
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
実
の
世
界
か
ら
幻
想
的
な
世
界
へ
の
変
化
の
入
口
と
も
考
え
ら

れ
る
。

○
主
題
は
？

・
「
さ
か
な
」
と
い
う
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
が
、
こ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
も
の
（
人
に
よ
っ
て
名

づ
け
ら
れ
た
も
の
）
が
本
質
的
に
何
な
の
か
は
、
誰
に
も
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
作
者
の
考
え
が
あ
る
。

・
ま
た
、
「
さ
か
な
」
＝
「
て
が
み
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
さ
か
な
」
は
い
ろ
い
ろ
な
人
の
思
い
か
ら
で
き
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
背
景
や
裏
側
に
隠
れ
た
も
の
を
、
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
読
み
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
作
者
の
考
え
が
あ
る
。



一
年
国
語
『
詩
の
世
界
』

『
太
陽
』
教
材
文

一
年

組

番

氏
名

太
陽

八
木

重
吉

１

太
陽
を
ひ
と
つ
ふ
と
こ
ろ
へ
い
れ
て
い
た
い

２

て
の
ひ
ら
へ
の
せ
て
み
た
り

３

こ
ろ
が
し
て
み
た
り

４

腹
が
た
っ
た
ら
な
げ
つ
け
た
り
し
た
い

５

ま
る
く
な
っ
て

６

あ
か
く
な
っ
て
落
ち
て
ゆ
く
の
を
み
て
い
た
ら

７

太
陽
が
ひ
と
つ
ほ
し
く
な
っ
た

１

詩
型
は
？

・

連
構
成
の
詩

・

語

詩

２

表
現
技
巧
は
？

・
表
現
技
巧
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
、
ど
ん
な
表
現
技
巧
が
使
わ
れ
、
ど
ん
な
表
現
効
果
が
あ
る
の
か
書
き
な

さ
い
。

３

構
造
（
起
承
転
結
）
を
読
み
取
る
。

起承転結
４

主
題
を
読
み
取
る
。



『
太
陽
』
の
教
材
分
析

『
太
陽
』
の
表
現
技
巧
と
構
造
を
読
み
取
る
。

１

表
現
技
巧

・
句
点
を
つ
け
る
と
、
１
行
、
２
～
４
行
、
５
～
７
行
と
な
る
。

太
陽

八
木

重
吉

・
１
行
末
の
「
た
い
」
と
４
行
末
の
「
た
い
」
が
押
韻
に
な
っ

１

太
陽
を
ひ
と
つ
ふ
と
こ
ろ
へ
い
れ
て
い
た
い

て
い
る
。

「
た
い
」
は
希
望
の
助
動
詞
で
あ
り
、
７
行
末
の
「
ほ
し
く

２

て
の
ひ
ら
へ
の
せ
て
み
た
り

な
っ
た
」
も
作
者
の
希
望
・
願
望
と
考
え
れ
ば
、
句
点
の
つ
け

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
希
望
・
願
望
を
表
す
言
葉
が
並
ん
で
い
る
。

３

こ
ろ
が
し
て
み
た
り

・
２
・
３
・
４
行
の
「
た
り
」
か
ら
、

４

腹
が
た
っ
た
ら
な
げ
つ
け
た
り
し
た
い

２
行
「
て
の
ひ
ら
に
の
せ
て
み
る
」

３
行
「
こ
ろ
が
し
て
み
る
」

５

ま
る
く
な
っ
て

４
行
「
投
げ
つ
け
る
」
が
列
挙
法
に
な
っ
て
い
る
。

６

あ
か
く
な
っ
て
落
ち
て
ゆ
く
の
を
み
て
い
た
ら

・
５
行
「
ま
る
く
な
っ
て
」
と
６
行
「
あ
か
く
な
っ
て
」
が
、

並
立
、
あ
る
い
は
対
比
の
関
係
に
な
っ
て
い
る

７

太
陽
が
ひ
と
つ
ほ
し
く
な
っ
た

・
１
行
「
太
陽
を
ひ
と
つ
」
と
７
行
「
太
陽
が
ひ
と
つ
」
が
対

応
し
て
い
る
。

２

構
造

○
句
点
を
つ
け
る
と
１
行
、
２
・
３
・
４
行
、
５
・
６
・
７
行
の
三
つ
の
部
分
と
な
る
の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
構
造
を
考
え
る
。

○
表
現
技
巧
の
読
み
取
り
か
ら
考
え
る
と
、

・
１
行
末
の
「
た
い
」
と
４
行
末
の
「
た
い
」
が
押
韻
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
１
行
を
承
け
て
の
２
・
３
・
４
行
と
言
え
る
。

・
１
行
「
太
陽
を
ひ
と
つ
」
と
７
行
「
太
陽
が
ひ
と
つ
」
が
対
応
し
て
い
る
。

・
ま
た
、
１
行
「
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
て
い
た
い
」
と
７
行
「
ほ
し
く
な
っ
た
」
は
、
と
も
に
「
じ
ぶ
ん
の
も
の
に
し
た
い
」

と
い
う
作
者
の
願
望
を
述
べ
て
い
る
。

○
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
考
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

・
１
行

作
者
の
思
い

２
・
３
・
４
行

作
者
の
思
い

５
・
６
行

情
景
・
状
況

７
行

作
者
の
思
い

◎
よ
っ
て
、
構
造
は
「
起
は
１
、
承
は
２
・
３
・
４
、
転
は
５
・
６
、
結
は
７
」
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
句
点
を
つ
け
た
分
け
方
を
生
か
し
、「
起
は
１
、
承
は
２
・
３
・
４
、
転
・
結
が
５
・
６
・
７
」
と
し
て
も
よ
い
。



３
『
太
陽
』
の
主
題
を
読
み
取
る
。

○
詩
の
「
主
題
」
は
、
「
題
名
」
と
「
転
」
・
「
結
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
題
名
」
、
「
転
」
・
「
結
」
を
そ
れ
ぞ
れ
読

み
取
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
「
転
」
・
「
結
」
は
５
・
６
・
７
行
で
あ
る
が
、
５
・
６
行
は
情
景
・
状
況
を
述
べ
て
い
る
だ
け
な

の
に
対
し
て
、
７
行
で
は
作
者
の
願
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
７
行
か
ら
主
に
読
み
取
る
。

○
「
題
名
」
の
「
太
陽
」
か
ら
読
み
取
れ
る
イ
メ
ー
ジ

・
大
き
い
、
丸
い
、
中
心

―

太
陽
系
で
最
も
大
き
な
天
体
、
恒
星

・
赤
い
、
熱
い
、
温
か
い
（
暖
か
い
）

―

温
か
く
す
る
も
の
、
情
熱
的
な
も
の

・
生
命
を
生
み
育
て
る
も
の
、
成
長
さ
せ
る
も
の

―

大
切
な
も
の
、
重
要
な
も
の
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の

・
太
陽
神
＝
絶
対
神

―

力
あ
る
も
の
、
神
聖
な
も
の
、
恐
い
も
の

○
７
行
「
太
陽
が
ひ
と
つ
ほ
し
く
な
っ
た
」
か
ら
読
み
取
れ
る
主
題

※
な
ぜ
太
陽
が
ほ
し
く
な
っ
た
の
か
。
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
５
・
６
行

・
「
ま
る
く
な
っ
て

赤
く
な
っ
て
落
ち
て
ゆ
く
の
を
み
て
い
た
ら
」
―
「
落
ち
て
ゆ
く
」
の
は
、
も
ち
ろ
ん
太
陽
。

・
「
太
陽
」
が
「
落
ち
て
ゆ
く
」
と
い
う
の
は
、「
夕
日
（
夕
陽
）
」。

・
「
夕
陽
」
は
太
陽
が
弱
く
な
っ
て
い
く
、
消
え
て
い
こ
う
と
す
る
、
寂
し
く
な
る
。

・
そ
う
い
う
「
太
陽
」
だ
か
ら
、「
ほ
し
く
な
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。

※
「
太
陽
」
を
手
に
入
れ
て
ど
う
し
た
い
の
か
。
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
１
・
２
・
３
・
４
行
。

・
１
行
―
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
て
い
た
い

「
ふ
と
こ
ろ
」
と
は
、
「
着
た
着
物
と
胸
の
間
」
な
の
で
、
小
さ
い
も
の
、
大
切
な
も
の
を
入
れ
て
お
く
イ
メ
ー
ジ
。

・
２
行
―
て
の
ひ
ら
に
の
せ
て
み
る

３
行
―
こ
ろ
が
し
て
み
る

４
行
―
腹
が
た
っ
た
ら
投
げ
つ
け
る

い
ず
れ
も
、
小
さ
く
軽
い
も
の
、
か
わ
い
ら
し
い
も
の
、
弄
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、
「
太
陽
」

が
も
つ
、
大
き
い
、
偉
大
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

・
「
太
陽
」
の
よ
う
に
大
き
く
、
偉
大
で
、
大
切
な
も
の
を
、
自
由
自
在
に
、
好
き
勝
手
に
弄
び
た
い
と
い
う
、
作
者
の

思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

○
よ
っ
て
、
主
題
は
「
沈
ん
で
ゆ
く
夕
日
を
見
て
い
る
と
、
大
き
く
、
偉
大
で
、
大
切
な
太
陽
を
、
小
さ
く
軽
い
、
か
わ
い
ら

し
い
も
の
と
し
て
、
自
分
の
も
の
に
し
た
い
、
自
由
自
在
に
弄
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
作
者
の
思
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



一
年
国
語
『
詩
の
世
界
』

『
魚
と
空
』
教
材
文

う
お

一
年

組

番

氏
名

魚
と
空

木
坂

涼

１

詩
型
は
？

う
お

・

連
構
成
の
詩

一
連

１

急
降
下
。

・

語

詩

２

鳥
が

３

翼
で

４

海
を
打
つ
。

２

表
現
技
巧
は
？

・
表
現
技
巧
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
、
ど
ん
な
表
現

二
連

５

鳥
は

技
巧
が
使
わ
れ
、
ど
ん
な
表
現
効
果
が
あ
る
の
か
書
き
な
さ
い
。

６

も
う
掴
ん
で
い
る
。

７

波
は

８

海
の
や
ぶ
れ
目
を

９

ご
ま
か
し
て
い
る
。

三
連

魚
は

10

海
を
脱
け
で
る
。

11

初
め
て

そ
し
て

12

た
っ
た
一
度
だ
け

13

四
連

空
の
高
見
で

14

も
う
ひ
と
つ
の
空
へ

15

の
ま
れ
る

16

３

構
造
（
起
承
転
結
）
を
読
み
取
る
。

起承転結
４

主
題
を
読
み
取
る
。



『
魚
と
空
』
の
教
材
分
析

『
魚
と
空
』
の
表
現
技
巧
と
構
造
を
読
み
取
る
。

１

表
現
技
巧

・
題
名
―
「
魚
」
を
「
さ
か
な
」
で
は
な
く
、

魚
と
空

木
坂

涼

「
う
お
」
と
読
ま
せ
る
。

う
お

・
「
句
点
」
―
場
面
や
情
景
の
流
れ
を
切
り
、
リ
ズ

起

一
連

１

急
降
下
。
体
言
止
め

ム
を
生
み
出
し
て
い
る
。

２

鳥
が

一
～
二
文
節
で
区
切
る

・
１
行
「
急
降
下
。
」
体
言
止
め
。

３

翼
で

５
・
７
・

・

一
文
節

・
２
～
４
行
―
一
文
を
短
く
区
切
る
こ
と
で
緊
迫
し

10

16

４

海
を
打
つ
。

た
状
況
を
表
現
。

５
・
７
・

・

行
は
、
一
行
一
文
節
。

10

16

承

二
連

５

鳥
は

行
以
外
は
、
一
行
に
文
節
。

15

６

も
う
掴
ん
で
い
る
。

対
句
的
表
現

・
５
・
６
行
と
７
・
８
・
９
行
は
、
対
句
的
表
現
。

７

波
は

擬
人
法

・
７
行
「
波
は
」
９
行
「
ご
ま
か
し
て
い
る
」
は
、

８

海
の
や
ぶ
れ
目
を

隠
喩

擬
人
法
。
波
に
よ
っ
て
、
「
海
の
や
ぶ
れ
目
」
が

９

ご
ま
か
し
て
い
る
。

曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。

・
８
行
「
海
の
や
ぶ
れ
目
」
は
、
隠
喩
。
鳥
と
海
が

転

三
連

魚
は

隠
喩

接
触
し
た
部
分
の
こ
と
。

10

海
を
脱
け
で
る
。

倒
置
法

・

行
「
海
を
脱
け
で
る
」
は
隠
喩
。
魚
を
捕
ら
え

11

11

初
め
て

そ
し
て

た
鳥
が
空
に
舞
い
上
が
っ
た
様
子
を
、
魚
側
か
ら

12

た
っ
た
一
度
だ
け
。

表
現
。

13

・

行
「
魚
は
」

行
「
海
を
脱
け
で
る
」
と

行

10

11

12

結

四
連

空
の
高
見
で

「
初
め
て

そ
し
て
」

行
「
た
っ
た
一
度
だ
け
」

14

13

も
う
ひ
と
つ
の
空
へ

隠
喩

が
倒
置
法
。

15

の
ま
れ
る
。

・

行
「
も
う
ひ
と
つ
の
空
へ
」

行
「
の
ま
れ
る
」

16

15

16

が
隠
喩
。
「
も
う
ひ
と
つ
の
空
」
は
死
後
の
世
界

を
表
し
、
「
の
ま
れ
る
」
は
魚
が
鳥
に
食
べ
ら
れ

る
こ
と
を
表
す
。

２

構
造

○
「
四
連
構
成
」
か
ら
、「
起
＝
一
連
、
承
＝
二
連
、
転
＝
三
連
、
結
＝
四
連
」
と
予
想
で
き
る
。

○
書
か
れ
た
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
一
連
は
鳥
の
様
子
に
つ
い
て
、
二
連
は
鳥
と
波
の
様
子
、
三
連
は
魚
、
四
連
も
魚
な
の
で
、

三
連
か
ら
「
魚
」
の
様
子
に
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
一
連
の
「
鳥
が
翼
で
海
を
打
つ
」
か
ら
、
二
連
の
「
鳥
は
も
う
掴
ん
で
い
る
」
と
、
一
連
を
承
け
て
二
連
が
展
開
し
て
い

る
と
言
え
る
。

・
一
連
は
海
面
、
二
連
も
海
面
、
三
連
の
「
海
を
脱
け
で
る
」
は
「
空
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
変
化
し
て
い
る
。

四
連
も
「
空
の
高
見
」
で
起
き
た
出
来
事
を
言
い
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
空
」
と
い
う
新
た
な
「
空
」
（
死
後
の
世
界
）
を

も
述
べ
て
い
る
。

○
三
連
の
「
海
を
脱
け
で
る
」
と
は
、「
魚
」
に
と
っ
て
、
住
み
慣
れ
た
海
を
離
れ
る
と
い
う
変
化
と
も
読
め
る
。

○
三
連
を
見
る
と
、
「
倒
置
法
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
初
め
て
」
「
た
っ
た
」
「
一
度
」
「
だ
け
」
と
、
「
生
涯
一
度

だ
け
の
、
初
め
て
の
出
来
事
」
を
強
調
し
、
連
体
詞
「
た
っ
た
」
、
副
助
詞
「
だ
け
」
と
こ
れ
も
限
定
的
に
強
調
し
て
い
る
。

○
四
連
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
空
へ
の
ま
れ
る
」
は
、
魚
が
鳥
に
食
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
一
連
か
ら
の
「
鳥
に
捕
ら
え
ら
れ
、

食
べ
ら
れ
た
魚
」
の
ま
と
め
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

○
「
題
名
」
も
「
魚
と
空
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
三
連
・
四
連
で
あ
る
。

○
よ
っ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
起
＝
一
連
、
承
＝
二
連
、
転
＝
三
連
、
結
＝
四
連
」
と
言
え
る
。



３
『
魚
と
空
』
の
主
題
を
読
み
取
る
。

○
詩
の
「
主
題
」
は
、
「
題
名
」
と
「
転
」
・
「
結
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。
「
題
名
」
も
「
魚
と
空
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
書
か
れ

て
い
る
の
は
、「
転
」・
「
結
」
と
読
み
取
れ
る
三
連
・
四
連
で
あ
る
。

・
一
連
の
「
鳥
が

翼
で

海
を
打
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
鳥
が
魚
を
捕
ら
え
る
た
め
に
、
海
に
向
か
っ
て
急
降
下
し
、

海
面
を
翼
が
た
た
い
た
こ
と
を
言
う
。

二
連
の
「
鳥
は

も
う
掴
ん
で
い
る
」
と
は
、
海
の
中
に
い
る
魚
を
、
鳥
が
捕
ら
え
た
こ
と
を
表
す
。

三
連
の
「
魚
は

海
を
脱
け
で
る
」
と
は
、
鳥
が
魚
を
掴
ん
で
空
に
舞
い
上
が
っ
た
こ
と
を
表
す
。

四
連
の
「
空
の
高
見
で

も
う
ひ
と
つ
の
空
へ

の
ま
れ
る
」
と
は
、
空
の
高
い
と
こ
ろ
で
、
魚
が
鳥
に
食
べ
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

・
つ
ま
り
、
「
鳥
が
魚
を
捕
ら
え
、
食
べ
た
」
と
い
う
、
当
た
り
前
の
出
来
事
を
、
「
魚
は

海
を
脱
け
で
る
」「
空
の

高
見
で

も
う
ひ
と
つ
の
空
へ

の
ま
れ
る
」
と
、
詩
的
に
、
文
学
的
に
表
現
し
た
詩
で
あ
る
と
言
え
る
。

○
よ
っ
て
、
「
鳥
に
捕
ら
え
ら
れ
た
魚
」「
鳥
に
食
べ
ら
れ
た
魚
」
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
も
、
別
の
見
方
を
す
る
と
、

「
初
め
て
海
を
脱
け
で
て
、
空
の
高
み
で
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
世
界
に
の
ま
れ
て
い
っ
た
」
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、

あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
も
、
別
の
見
方
か
ら
見
た
り
、
独
特
の
と
ら
え
方
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


