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24

25

一
、
次
の
短
歌
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
４
）

一
、
次
の
俳
句
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
５
）

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

24

25

か
が
ま
り
て
見
つ
つ
か
な
し
も
し
み
じ
み
と

渡
り
鳥
み
る
み
る
わ
れ
の
小
さ
く
な
り

上
田
五
千
石

う

え

だ

ご

せ

ん

ご

く

水
湧
き
居
れ
ば
砂
動
く
か
な

わ

斎
藤
茂
吉

俳
句
で
い
う
「
渡
り
鳥
」
と
は
、
秋
に
北
方
か
ら
渡
っ
て
く
る
鳥

さ

い

と

う

も

き

ち

の
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
こ
の
句
を
読
ん
で
一
瞬
、「
あ
れ
？
」
と
思

こ
の
歌
は
「
か
が
ま
り
て
見
つ
つ
か
な
し
も
」
と

Ａ

で

い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
私
は
最
初

に
読
ん
だ
と
き
、
「
あ
れ
？
」
と

ア

切
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
何
が
「
か
な
し
も
」
と
い
う
感
動
を
よ
び

思
っ
て
、
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
読
み
返
し
ま
し
た
。「
あ
れ
？
」
の
原

さ
ま
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
次
に
は
、
水
の
湧

因
は
、「
み
る
み
る
わ
れ
の
ち
い
さ
く
な
り
」
の
部
分
で
す
。

き
方
を
「

し
み
じ
み
と
水
湧
き
居
れ
ば
」
と
捉
え
て
、
こ
の

激
し

ど
う
し
て
、
わ
れ
＝
自
分
が
小
さ
く
な
る
ん
だ
ろ
う
？
と
読
者
は

ア

イ

く
も
、

豊
か
で
も
な
い
、
さ
さ
や
か
な
湧
き
水
の
小
世
界
へ
と
眼
を

ふ
と
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
飛
ん

ウ

引
き
寄
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
面
白
い
と
は
言
い

で
ゆ
く
渡
り
鳥
を
仰
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
み
る
み
る
小
さ
く
な
っ

お

も

し

ろ

か
ね
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
「
水
湧
き
居
れ
ば
」
と
連
動
し
て
「

て
ゆ
く
の
は
渡
り
鳥
の
ほ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
実
際
の
景
色

で
あ

イ

Ｂ

」
と
い
う
結
句
が

す
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
首
は
飛

り
、
あ
り
の
ま
ま
の
見
方
と
い
え
ま
す
。

エ

躍
的
に
茂
吉
の
生
命
感
を
感
取
さ
せ
る
も
の
へ
と
高
ま
っ
て
ゆ
き
ま

し
か
し
、
そ
こ
を
反
転
さ
せ
た
の
が
、
こ
の
作
者
の
詩
的
操
作
で

す
。
こ
の
世
の
片
隅
に
誰
が
見
よ
う
と
見
ま
い
と
、
し
み
じ
み
と
湧

あ
り
狙
い
な
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
「
渡
り
鳥
」

だ

れ

ね

ら

ウ

く
水
に
よ
っ
て
動
く
砂
の
営
み
が
あ
る
こ
と
の
発
見
が
、「
か
な
し
も
」

と
最
初
に
呟
い
た
瞬
間
に
、
作
者
の
心
が
、「
渡
り
鳥
」
に
乗
り
移
っ

つ
ぶ
や

と
い
う
詠
嘆
を
深
く
肯
か
せ
る
か
ら
で
す
。

て
い
る
わ
け
で
す
。

、「
渡
り
鳥
」
の
視
点
か
ら
、「
わ
れ
」

う
な
ず

（
馬
場
あ
き
子
『
馬
場
あ
き
子

短
歌
そ
の
形
と
心
』
に
よ
る
）

を
見
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
が
こ
の
句
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

お

も

し

ろ

（
注
）
か
が
ま
り
て
…
か
が
ん
で
。

視
点
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
渡
り
鳥
」
と
「
わ

か
な
し
も
…
胸
に
迫
る
こ
と
だ
よ
。

れ
」
と
の

遠
近
が
は
っ
き
り
見
え
て
き
ま
す
。
読
者
も
「
渡
り
鳥
」

①

感
取
…
感
じ
取
る
こ
と
。

の
視
点
を
得

て
、

ま
る
で
空
を
飛
ん
で
い
る
気
分
を
味
わ
え
ま
す
。

エ

②

（
堀
本
裕
樹
『
十
七
音
の
海

俳
句
と
い
う
詩
に
め
ぐ
り
逢
う
』
に
よ
る
）

（
１
）
鑑
賞
文
中
の

Ａ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

（
１
）
鑑
賞
文
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
初
句

イ
、
二
句

ア
、
す
る
と

イ
、
そ
れ
と
も

ウ
、
三
句

エ
、
四
句

ウ
、
例
え
ば

エ
、
要
す
る
に

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
の
「
さ
さ
や
か
な
」
と
品
詞
が
同
じ

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
ア
～
エ
の
言
葉
の
う
ち
、
助
動
詞
で

も
の
を
、
鑑
賞
文
中
の

線
部
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

あ
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
①
の
「
遠
近
」
と
同
じ
組
み
立
て
の

熟
語
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

を
、
短
歌
の
中
か
ら
五
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
雅
俗

イ
、
人
造

ウ
、
遷
都

エ
、
歓
喜

（
４
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
②
の
「
ま
る
で
」
は
、
呼
応
の
副
詞

で
あ
る
。
呼
応
の
副
詞
を
含
む
文
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

（
４
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
の
「
見
」
の
活
用
の
種
類
を
、
次

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
駅
は
図
書
館
よ
り
も
っ
と
遠
く
に
あ
る
。

イ
、
牧
場
で
牛
が
の
ん
び
り
草
を
食
べ
る
。

ア
、
五
段
活
用

イ
、
上
一
段
活
用

ウ
、
成
功
す
る
ま
で
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
。

ウ
、
下
一
段
活
用

エ
、
サ
行
変
格
活
用

エ
、
あ
な
た
に
会
え
て
と
て
も
う
れ
し
い
。

（
５
）「
渡
り
鳥
み
る
み
る
わ
れ
の
小
さ
く
な
り
」
と
同
じ
季
節
を

詠
ん
で
い
る
俳
句
を
、
次
の
ア
～
ウ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

よ記
号
を
書
け
。

ア
、
十
六
夜
の
天
渡
り
ゆ
く
櫓
音
か
な

河
原
枇
杷
男

い

ざ

よ

い

ろ

お

と

か

わ

は

ら

び

わ

お

イ
、
摩
天
楼
よ
り
新
緑
が
パ
セ
リ
ほ
ど

鷹
羽
狩
行

ま

て

ん

ろ

う

た

か

は

し

ゅ
ぎ
ょ
う

ウ
、
霜
柱
俳
句
は
切
字
響
き
け
り

石
田
波
郷

し
も
ば
し
ら

き

れ

じ

い

し

だ

は

き
ょ
う
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24

25

一
、
次
の
短
歌
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
４
）

一
、
次
の
俳
句
と
そ
の
鑑
賞
文
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
５
）

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

24

25

か
が
ま
り
て
見
つ
つ
か
な
し
も
し
み
じ
み
と

渡
り
鳥
み
る
み
る
わ
れ
の
小
さ
く
な
り

上
田
五
千
石

う

え

だ

ご

せ

ん

ご

く

水
湧
き
居
れ
ば
砂
動
く
か
な

わ

斎
藤
茂
吉

俳
句
で
い
う
「
渡
り
鳥
」
と
は
、
秋
に
北
方
か
ら
渡
っ
て
く
る
鳥

さ

い

と

う

も

き

ち

の
こ
と
を
指
し
ま
す
が
、
こ
の
句
を
読
ん
で
一
瞬
、「
あ
れ
？
」
と
思

こ
の
歌
は
「
か
が
ま
り
て
見
つ
つ
か
な
し
も
」
と

Ａ

で

い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
私
は
最
初

に
読
ん
だ
と
き
、
「
あ
れ
？
」
と

ア

切
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
何
が
「
か
な
し
も
」
と
い
う
感
動
を
よ
び

思
っ
て
、
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
読
み
返
し
ま
し
た
。「
あ
れ
？
」
の
原

さ
ま
し
て
い
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
次
に
は
、
水
の
湧

因
は
、「
み
る
み
る
わ
れ
の
ち
い
さ
く
な
り
」
の
部
分
で
す
。

き
方
を
「

し
み
じ
み
と
水
湧
き
居
れ
ば
」
と
捉
え
て
、
こ
の

激
し

ど
う
し
て
、
わ
れ
＝
自
分
が
小
さ
く
な
る
ん
だ
ろ
う
？
と
読
者
は

ア

イ

く
も
、

豊
か
で
も
な
い
、
さ
さ
や
か
な
湧
き
水
の
小
世
界
へ
と
眼
を

ふ
と
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
飛
ん

ウ

引
き
寄
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
面
白
い
と
は
言
い

で
ゆ
く
渡
り
鳥
を
仰
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
み
る
み
る
小
さ
く
な
っ

お

も

し

ろ

か
ね
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
「
水
湧
き
居
れ
ば
」
と
連
動
し
て
「

て
ゆ
く
の
は
渡
り
鳥
の
ほ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
実
際
の
景
色

で
あ

イ

Ｂ

」
と
い
う
結
句
が

す
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
首
は
飛

り
、
あ
り
の
ま
ま
の
見
方
と
い
え
ま
す
。

エ

躍
的
に
茂
吉
の
生
命
感
を
感
取
さ
せ
る
も
の
へ
と
高
ま
っ
て
ゆ
き
ま

し
か
し
、
そ
こ
を
反
転
さ
せ
た
の
が
、
こ
の
作
者
の
詩
的
操
作
で

す
。
こ
の
世
の
片
隅
に
誰
が
見
よ
う
と
見
ま
い
と
、
し
み
じ
み
と
湧

あ
り
狙
い
な
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
「
渡
り
鳥
」

だ

れ

ね

ら

ウ

く
水
に
よ
っ
て
動
く
砂
の
営
み
が
あ
る
こ
と
の
発
見
が
、「
か
な
し
も
」

と
最
初
に
呟
い
た
瞬
間
に
、
作
者
の
心
が
、「
渡
り
鳥
」
に
乗
り
移
っ

つ
ぶ
や

と
い
う
詠
嘆
を
深
く
肯
か
せ
る
か
ら
で
す
。

て
い
る
わ
け
で
す
。

、「
渡
り
鳥
」
の
視
点
か
ら
、「
わ
れ
」

う
な
ず

（
馬
場
あ
き
子
『
馬
場
あ
き
子

短
歌
そ
の
形
と
心
』
に
よ
る
）

を
見
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
が
こ
の
句
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

お

も

し

ろ

（
注
）
か
が
ま
り
て
…
か
が
ん
で
。

視
点
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
渡
り
鳥
」
と
「
わ

か
な
し
も
…
胸
に
迫
る
こ
と
だ
よ
。

れ
」
と
の

遠
近
が
は
っ
き
り
見
え
て
き
ま
す
。
読
者
も
「
渡
り
鳥
」

①

感
取
…
感
じ
取
る
こ
と
。

の
視
点
を
得

て
、

ま
る
で
空
を
飛
ん
で
い
る
気
分
を
味
わ
え
ま
す
。

エ

②

（
堀
本
裕
樹
『
十
七
音
の
海

俳
句
と
い
う
詩
に
め
ぐ
り
逢
う
』
に
よ
る
）

（
１
）
鑑
賞
文
中
の

Ａ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

（
１
）
鑑
賞
文
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
初
句

イ
、
二
句

初
句
は
「
か
が
ま
り
て
」、
二
句

イ

ア
、
す
る
と

イ
、
そ
れ
と
も

□
の
後
に
は
、
前
の
内
容

エ

ウ
、
三
句

エ
、
四
句

は
「
見
つ
つ
か
な
し
も
」
な
の

ウ
、
例
え
ば

エ
、
要
す
る
に

を
要
約
す
る
内
容
が
書
か

で
こ
の
短
歌
は
「
二
句
切
れ
」

れ
て
い
る
。

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
の
「
さ
さ
や
か
な
」
と
品
詞
が
同
じ

（
２
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
ア
～
エ
の
言
葉
の
う
ち
、
助
動
詞
で

も
の
を
、
鑑
賞
文
中
の

線
部
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

あ
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

助
動
詞
は
イ
の
「
景
色
で
」
で
、
こ
れ
は
断
定
の
助
動
詞
「
だ
」

「
さ
さ
や
か
な
」
は
言
い
切
り
の
形
（
終
止
形
）
が
「
さ
さ
や
か
だ
」

の
連
用
形
で
あ
る
。

イ

と
な
り
、「
～
だ
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
『
形
容
動
詞
』
で
あ
る
。

ウ

上
下
が
対

こ
れ
と
同
じ
品
詞
の
も
の
は
、
ウ
の
「
豊
か
で
（
豊
か
だ
）」

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
①
の
「
遠
近
」
と
同
じ
組
み
立
て
の

（
ア
は
副
詞
、
イ
は
形
容
詞
、
エ
は
動
詞
）

熟
語
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

（
３
）
鑑
賞
文
中
の

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の

上
下
が
対

主
述
の
関
係

下
が
上
の
対
象

似
た
意
味

を
、
短
歌
の
中
か
ら
五
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
雅
俗

イ
、
人
造

ウ
、
遷
都

エ
、
歓
喜

ア

「
～
と
い
う
結
句
」
と
あ
る
の
で

砂

動

く

か

な

（
４
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
②
の
「
ま
る
で
」
は
、
呼
応
の
副
詞

こ
の
短
歌
の
結
句
「
砂
動
く
か
な
」

で
あ
る
。
呼
応
の
副
詞
を
含
む
文
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選

が
入
る
。

び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。
※
「
呼
応
の
副
詞
」
と
は
、
下
に
決
ま
っ
た

（
４
）
鑑
賞
文
中
の

線
部
の
「
見
」
の
活
用
の
種
類
を
、
次

言
い
方
来
る
こ
と
を
要
求
す
る
副
詞
。

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
駅
は
図
書
館
よ
り
も
っ
と
遠
く
に
あ
る
。

イ
、
牧
場
で
牛
が
の
ん
び
り
草
を
食
べ
る
。

ア
、
五
段
活
用

イ
、
上
一
段
活
用

イ

ウ
、
成
功
す
る
ま
で
決
し
て
あ
き
ら
め
な
い
。

ウ

ウ
、
下
一
段
活
用

エ
、
サ
行
変
格
活
用

エ
、
あ
な
た
に
会
え
て
と
て
も
う
れ
し
い
。

「
見
」
の
終
止
形
は
「
見
る
」。
こ
の
「
見
る
」
に
「
な
い
」
を
つ
け
る
と
、

（
５
）「
渡
り
鳥
み
る
み
る
わ
れ
の
小
さ
く
な
り
」
と
同
じ
季
節
を

「
見
な
い
」
と
な
り
、「
な
い
」
の
直
前
の
音
が
「
イ
段
」
な
の
で
、

詠
ん
で
い
る
俳
句
を
、
次
の
ア
～
ウ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

よ

上
一
段
活
用
と
な
る
。

記
号
を
書
け
。

ア
、
十
六
夜
の
天
渡
り
ゆ
く
櫓
音
か
な

河
原
枇
杷
男

い

ざ

よ

い

ろ

お

と

か

わ

は

ら

び

わ

お

イ
、
摩
天
楼
よ
り
新
緑
が
パ
セ
リ
ほ
ど

鷹
羽
狩
行

ア

ま

て

ん

ろ

う

た

か

は

し

ゅ
ぎ
ょ
う

ウ
、
霜
柱
俳
句
は
切
字
響
き
け
り

石
田
波
郷

し
も
ば
し
ら

き

れ

じ

い

し

だ

は

き
ょ
う

※
こ
の
俳
句
の
季
語
は
「
渡
り
鳥
」
で
季
節
は
「
秋
」。
同
じ
秋
の
季
節
を

詠
ん
で
い
る
の
は
ア
の
俳
句
で
季
語
は
「
十
六
夜
」
で
あ
る
。
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27

一
、
次
の
短
歌
に
つ
い
て
の
文
章
を
読
み
、
後
の
（
１
）

一
、
次
の
詩
と
文
章
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
５
）
の
問
い
に
答
え
な

～
（
５
）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

さ
い
。

【
Ｈ

】

26

27

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
消
え
な
く
て

針
は
銀
色

こ
こ
ろ
に
一
本
補
助
線
引
い
た

糸
を
布
目
に
く
ぐ
ら
せ
る

大
津
市

野
々
口
和
仁

陽
当
り
の
よ
い
縁
側
に
坐
っ
て

こ
の
小
さ
な
道
具
の

ひ

あ

た

す

わ

久
々
に
針
を

運
ん
で
い
る

愛
ら
し
い
働
き

①

解
決
の
糸
口
が

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
と
き
、
別
の

①

視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
っ
、
こ
ん
な
こ
と

針
は
銀
色

一
目
一
目
を
小
さ
く
進
ん
で

だ
っ
た
の
か
」
と
思
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
喩
え
と
し

針
は
銀
色

小
さ
な
一
目
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
度
に

た

と

て
の
「
補
助
線
」
が
、
と
て
も
魅
力
的
な
一
首
だ
。

歌
の
よ
う
に
心
に
く
り
返
し
な
が
ら

針
は

き
ら
り
っ
と

せ
っ
か
く
な
の
で
、

補
助
線
の
比
喩
が
、
さ
ら
に
生
き

針
の
光
を
た
の
し
ん
で
い
る

陽
を
う
け
て

光
っ
て
み
せ
る

ひ

ゆ

②

る
よ
う
に
、
上
の
句
の

Ａ

も
工
夫
し
て
み
た
い
。

※

※

※

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
解
け
な
く
て

あ
る
日
、
久
々
に
針
を
持
っ
た
と
き
、

の
美
し
さ
が
心
に
し
み
ま
し
た
。

こ
こ
ろ
に
一
本
補
助
線
引
い
た

私
は
す
ら
す
ら
と
詩
が
書
け
る

た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
を
持
っ
て
、

②

何
時
間
も
か
け
て
、
や
っ
と
ま
と
ま
る
の
で
す
が
、
そ
の
ま
と
ま
る
ま
で
の
時

「
悩
み
が
解
け
な
い
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
が
、
補
助
線

間
、
一
本
の
針
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
に
思
い
考
え
て
、
書
き
上
げ
た
後
で
「
あ

の
比
喩
が
あ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と

ひ
ね
っ
た
表
現
と
し
て

あ
、
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
だ
わ
」
と
い
う
思
い
に
な
り
ま
す
。

③

成
立
す
る
。
と
、
同
時
に
、
問
題
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
い
る

針
の
小
さ
さ
に
は
じ
め
て
気
づ
く
思
い
で
し
た
し
、
「
一
目
一
目
を
小
さ
く

感
じ
も
出
せ
る
。
ま
す
ま
す
補
助
線
の
魅
力
が
出
て
き
た
の

進
む
」
と
い
う
こ
と
に
も
あ
ら
た
め
て
感
動
し
た
の
で
し
た
。

一
目
一
目
を

で
、
こ
の
語
を
最
大
限
印
象
づ
け
る
た
め
に
、

Ｂ

小
さ
く
進
み
な
が
ら
、

一
枚
の
着
物
が
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

③

に
す
る
の
も
方
法
だ
。

そ
れ
は
私
た
ち
の
日
々
と
同
じ
で
も
あ
っ
て
、
一
日
一
日
は
平
凡
な
か
た
ち

で
過
ぎ
て
い
て
も
、
そ
の
日
々
の
重
な
り
が
私
た
ち
の
人
生
を
造
っ
て
ゆ
く
の

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
解
け
な
く
て

で
す
。

こ
こ
ろ
に
一
本
引
い
た
補
助
線

一
日
一
日
を
〝
き
ら
り
っ
〟
と
光
り
な
が
ら
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
と
、
小

（
俵

万
智
『
短
歌
の
レ
シ
ピ
』
に
よ
る
）

さ
な
針
か
ら
、
日
々
の
過
ご
し
方
を
教
え
ら
れ
た
思
い
で
し
た
。

（
高
田
敏
子
『
暮
ら
し
の
中
の
詩
』
に
よ
る
）

（
１
）
文
章
中
の

線
部
①
の
「
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な

い
と
き
」
を
、
単
語
に
区
切
っ
た
と
き
の
単
語
の
数
を
、

（
１
）
詩
の
中
の

線
部
①
の
「
運
ん
で
い
る
」
に
お
い
て
、「
運
ん
で
」

数
字
で
書
け
。

と
「
い
る
」
の
二
つ
の
文
節
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
次
の
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
接
続
の
関
係

イ
、
並
立
の
関
係

ウ
、
補
助
の
関
係

エ
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係

（
２
）
文
章
中
の

線
部
②
に
「
補
助
線
の
比
喩
」
と
あ
る

が
、
こ
の
文
章
の
筆
者
は
「
補
助
線
」
が
何
の
喩
え
だ
と

（
２
）
詩
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る

考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を
表
し
た
言
葉
と
し
て
適
切
な
も

も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

の
を
、
文
章
中
か
ら
四
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
第
一
連
で
は
、
自
分
と
針
を
対
句
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
情
景
を
鮮
明
に

描
き
出
し
て
い
る
。

イ
、
第
二
連
で
は
、
心
の
中
で
反
復
し
て
い
る
言
葉
の
表
現
が
、
詩
に
リ
ズ
ム

を
生
ん
で
い
る
。

（
３
）
文
章
中
の

Ａ

に
当
て
は
ま
る
品
詞
名
と
し
て

ウ
、
第
三
連
で
は
、
体
言
止
め
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
韻
を
残
す
表
現

適
切
な
も
の
を
、
漢
字
で
書
け
。

に
な
っ
て
い
る
。

エ
、
第
四
連
で
は
、
擬
態
語
を
使
っ
て
、
小
さ
な
針
の
存
在
の
魅
力
を
印
象
的

に
表
現
し
て
い
る
。

（
４
）
文
章
中
の

線
部
③
の
「
ひ
ね
っ
た
表
現
」
は
、

こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の

（
３
）
文
章
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
詩
の
中

意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら

か
ら
三
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
表
現

イ
、
要
点
を
お
さ
え
た
表
現

ウ
、
主
観
に
流
さ
れ
た
表
現

エ
、
皮
肉
を
効
か
せ
た
表
現

（
４
）
文
章
中
の

線
部
②
の
「
た
ち
」
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～

エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア
、
状
況

イ
、
性
質

ウ
、
習
慣

エ
、
達
人

（
５
）
文
章
中
の

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切

な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

（
５
）
文
章
中
の

線
部
③
に
「
一
枚
の
着
物
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ

書
け
。

に
対
応
す
る
も
の
は
何
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を
表
し
た
言
葉
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
か
ら
六
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
対
句

イ
、
反
復

ウ
、
体
言
止
め

エ
、
初
句
切
れ
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解
答

26

27

一
、
次
の
短
歌
に
つ
い
て
の
文
章
を
読
み
、
後
の
（
１
）

一
、
次
の
詩
と
文
章
を
読
み
、
後
の
（
１
）
～
（
５
）
の
問
い
に
答
え
な

～
（
５
）
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ｈ

】

さ
い
。

【
Ｈ

】

26

27

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
消
え
な
く
て

針
は
銀
色

こ
こ
ろ
に
一
本
補
助
線
引
い
た

糸
を
布
目
に
く
ぐ
ら
せ
る

大
津
市

野
々
口
和
仁

陽
当
り
の
よ
い
縁
側
に
坐
っ
て

こ
の
小
さ
な
道
具
の

ひ

あ

た

す

わ

久
々
に
針
を

運
ん
で
い
る

愛
ら
し
い
働
き

①

解
決
の
糸
口
が

な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
と
き
、
別
の

①

視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
っ
、
こ
ん
な
こ
と

針
は
銀
色

一
目
一
目
を
小
さ
く
進
ん
で

だ
っ
た
の
か
」
と
思
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
喩
え
と
し

針
は
銀
色

小
さ
な
一
目
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
度
に

た

と

て
の
「
補
助
線
」
が
、
と
て
も
魅
力
的
な
一
首
だ
。

歌
の
よ
う
に
心
に
く
り
返
し
な
が
ら

針
は

き
ら
り
っ
と

せ
っ
か
く
な
の
で
、

補
助
線
の
比
喩
が
、
さ
ら
に
生
き

針
の
光
を
た
の
し
ん
で
い
る

陽
を
う
け
て

光
っ
て
み
せ
る

ひ

ゆ

②

る
よ
う
に
、
上
の
句
の

Ａ

も
工
夫
し
て
み
た
い
。

※

※

※

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
解
け
な
く
て

あ
る
日
、
久
々
に
針
を
持
っ
た
と
き
、

の
美
し
さ
が
心
に
し
み
ま
し
た
。

こ
こ
ろ
に
一
本
補
助
線
引
い
た

私
は
す
ら
す
ら
と
詩
が
書
け
る

た
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
を
持
っ
て
、

②

何
時
間
も
か
け
て
、
や
っ
と
ま
と
ま
る
の
で
す
が
、
そ
の
ま
と
ま
る
ま
で
の
時

「
悩
み
が
解
け
な
い
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
が
、
補
助
線

間
、
一
本
の
針
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
に
思
い
考
え
て
、
書
き
上
げ
た
後
で
「
あ

の
比
喩
が
あ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と

ひ
ね
っ
た
表
現
と
し
て

あ
、
こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
だ
わ
」
と
い
う
思
い
に
な
り
ま
す
。

③

成
立
す
る
。
と
、
同
時
に
、
問
題
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
い
る

針
の
小
さ
さ
に
は
じ
め
て
気
づ
く
思
い
で
し
た
し
、
「
一
目
一
目
を
小
さ
く

感
じ
も
出
せ
る
。
ま
す
ま
す
補
助
線
の
魅
力
が
出
て
き
た
の

進
む
」
と
い
う
こ
と
に
も
あ
ら
た
め
て
感
動
し
た
の
で
し
た
。
一
目
一
目
を
小

で
、
こ
の
語
を
最
大
限
印
象
づ
け
る
た
め
に
、

Ｂ

さ
く
進
み
な
が
ら
、

一
枚
の
着
物
が
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。

③

に
す
る
の
も
方
法
だ
。

そ
れ
は
私
た
ち
の
日
々
と
同
じ
で
も
あ
っ
て
、
一
日
一
日
は
平
凡
な
か
た
ち

で
過
ぎ
て
い
て
も
、
そ
の
日
々
の
重
な
り
が
私
た
ち
の
人
生
を
造
っ
て
ゆ
く
の

い
つ
ま
で
も
ひ
と
つ
悩
み
が
解
け
な
く
て

で
す
。

こ
こ
ろ
に
一
本
引
い
た
補
助
線

一
日
一
日
を
〝
き
ら
り
っ
〟
と
光
り
な
が
ら
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
と
、
小

（
俵

万
智
『
短
歌
の
レ
シ
ピ
』
に
よ
る
）

さ
な
針
か
ら
、
日
々
の
過
ご
し
方
を
教
え
ら
れ
た
思
い
で
し
た
。

（
高
田
敏
子
『
暮
ら
し
の
中
の
詩
』
に
よ
る
）

（
１
）
文
章
中
の

線
部
①
の
「
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な

い
と
き
」
を
、
単
語
に
区
切
っ
た
と
き
の
単
語
の
数
を
、

（
１
）
詩
の
中
の

線
部
①
の
「
運
ん
で
い
る
」
に
お
い
て
、「
運
ん
で
」

数
字
で
書
け
。

と
「
い
る
」
の
二
つ
の
文
節
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
次
の
ア
～
エ

４

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

※
「
運
ん
で
」
＋
「
い
る
」

な
か
な
か
／
見
つ
か
ら
／
な
い
／
と
き

ア
、
接
続
の
関
係

イ
、
並
立
の
関
係

な
の
で
、
補
助
の
関
係

ウ

ウ
、
補
助
の
関
係

エ
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係

（
２
）
文
章
中
の

線
部
②
に
「
補
助
線
の
比
喩
」
と
あ
る

が
、
こ
の
文
章
の
筆
者
は
「
補
助
線
」
が
何
の
喩
え
だ
と

（
２
）
詩
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る

考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を
表
し
た
言
葉
と
し
て
適
切
な
も

も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

の
を
、
文
章
中
か
ら
四
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
第
一
連
で
は
、
自
分
と
針
を
対
句
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
情
景
を
鮮
明
に

描
き
出
し
て
い
る
。

別

の

視

点

イ
、
第
二
連
で
は
、
心
の
中
で
反
復
し
て
い
る
言
葉
の
表
現
が
、
詩
に
リ
ズ
ム

を
生
ん
で
い
る
。

（
３
）
文
章
中
の

Ａ

に
当
て
は
ま
る
品
詞
名
と
し
て

ウ
、
第
三
連
で
は
、
体
言
止
め
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
韻
を
残
す
表
現

適
切
な
も
の
を
、
漢
字
で
書
け
。

に
な
っ
て
い
る
。

※
最
初
の
句
が
「
消
え
な
く
て
」
で
、
後
の

エ
、
第
四
連
で
は
、
擬
態
語
を
使
っ
て
、
小
さ
な
針
の
存
在
の
魅
力
を
印
象
的

句
が
「
解
け
な
く
て
」
な
の
で
、
工
夫
さ

動

詞

に
表
現
し
て
い
る
。

れ
た
品
詞
は
動
詞
で
あ
る
。

※
こ
の
詩
の
第
一
連
に
は
、
自
分
と
針
を
対
句
で
表
現
し
て
い
る
部
分
は

ア

（
４
）
文
章
中
の

線
部
③
の
「
ひ
ね
っ
た
表
現
」
は
、

な
い
の
で
、
ア
の
説
明
が
誤
り
と
な
る
。

こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の

（
３
）
文
章
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
詩
の
中

意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら

か
ら
三
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

※
作
者
が
針
の
何
に
感
動
し
た
の
か
（
何
が
心
に
し
み
た
の

針

の

光

ア
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
表
現

イ
、
要
点
を
お
さ
え
た
表
現

か
）
を
考
え
る
と
、「
針
の
光
」
で
あ
る
。

ウ
、
主
観
に
流
さ
れ
た
表
現

エ
、
皮
肉
を
効
か
せ
た
表
現

（
４
）
文
章
中
の

線
部
②
の
「
た
ち
」
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味

※
「
補
助
線
」（
図
形
の
問
題
を
解
く
と
き
に
使
う
）
と

で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～

関
連
づ
け
て
、「
悩
み
が
解
け
な
く
て
」
と
趣
向
を
凝
ら

ア

エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

し
た
表
現
に
し
て
み
た
。

ア
、
状
況

イ
、
性
質

ウ
、
習
慣

エ
、
達
人

イ

（
５
）
文
章
中
の

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切

※
「
た
ち
」
に
は
、「
生
ま
れ
つ
き
」「
性
質
」「
気
質
」
等
の
意
味
が
あ
る
。

な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

（
５
）
文
章
中
の

線
部
③
に
「
一
枚
の
着
物
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ

書
け
。
ど
こ
が
変
わ
っ
て
い
る
か
に
注
目
す
る
と
、
最
後
の

に
対
応
す
る
も
の
は
何
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を
表
し
た
言
葉
と
し
て
最

言
葉
「
補
助
線
」
な
の
で
「
体
言
止
め
」

も
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
か
ら
六
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

ア
、
対
句

イ
、
反
復

ウ

※
「
一
枚
の
着
物
」
の
次
の
文
に

ウ
、
体
言
止
め

エ
、
初
句
切
れ

「
私
た
ち
の
日
々
と
同
じ
で
も
あ

私

た

ち

の

日

々

っ
て
」
と
あ
る
。


