
３　
詩

国
語
総
合

18

明
解
国
語
総
合　
現
代
文
教
材
の
内
容

１　
随
想
一

５　
随
想
二

ベ
ト
ナ
ム
の
コ
ー
ヒ
ー
屋（
角
田
光
代
）　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
の
際
に
逗
留
し
た
海
辺
の
町
、ニャ
チ
ャ
ン。そ
こ
で
屋
台
の

コ
ー
ヒ
ー
屋
を
営
む
親
子
と
ふ
と
知
り
あった
筆
者
は
、毎
日
の
よ
う
に
そ

の
店
へ
通
う
よ
う
に
な
る
。「
ど
こ
の
国
の
も
の
で
も
な
い
言
葉
で
、あ
れ
や
こ

れ
や
と
話
し
を
し
て
は
、お
互
い
意
味
を
わ
かっ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
なっ

て
げ
ら
げ
ら
と
笑
っ
た
」日
々
。忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
を
綴
る
滞
在
記
。

負
け
方
を
習
得
す
る（
内
田
樹
）　
生
き
方・考
え
方

　

昨
今
は「
ど
う
や
って
勝
つ
か
」ば
か
り
を
考
え
、決
し
て「
負
け
」を

認
め
な
い
の
が
風
儀
ら
し
い
。だ
が
現
実
に
は
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お

い
て
私
た
ち
は
、負
け
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。「
死
ぬ
ま

で
勝
ち
続
け
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
」こ
と
を
認
め
、負
け
る
こ

と
か
ら
学
ぶ
大
切
さ
を
説
く
、「
適
切
な
負
け
方
」の
す
す
め
。

雪
ウ
サ
ギ（
谷
村
志
穂
）

　

親
友
の「
ベッ
カ
」が
遠
く
へ
転
校
し
て
し
ま
っ
た「
私
」は
、ひ
と
り
ぼ

っ
ち
で
取
り
残
さ
れ
た
気
持
ち
で
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
。何
を
す
る

に
も
自
分
か
ら
は
動
き
出
せ
な
い「
私
」は
、あ
る
と
き「
ベッ
カ
」の
か
け

て
き
た
電
話
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、彼
女
に
会
い
に
行
く
こ
と
を
決
心

す
る
。喪
失
の
体
験
を
と
お
し
て
少
女
が
成
長
す
る
姿
を
描
く
物
語
。

と
ん
か
つ（
三
浦
哲
郎
）

　

北
陸
の
小
さ
な
宿
に
青
森
か
ら
泊
ま
り
に
き
た
母
子
連
れ
。目
的

は
近
く
に
あ
る
禅
宗
の
大
本
山
に
息
子
を
入
門
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

夕
食
に
母
親
は
息
子
の
好
物
の
と
ん
か
つ
を
所
望
し
、二
人
は
し
ん
み

り
と
別
れ
の
食
事
を
と
る
。翌
年
、け
が
を
し
た
息
子
の
見
舞
い
に
訪

れ
た
母
親
の
気
持
ち
を
察
し
た
女
将
は
と
ん
か
つ
を
準
備
し
、凛
と
し

た
僧
に
な
っ
た
少
年
は
、匂
い
に
気
づ
く
と
黙
って
合
掌
し
て
母
親
の
部

屋
へ
と
上
が
って
いっ
た
。母
子
の
情
愛
と
、そ
れ
を
見
つ
め
る
周
囲
の
人

間
と
の
交
流
を
鮮
や
か
に
描
い
た
小
編
。

旅
上（
萩
原
朔
太
郎
）

　
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
／
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠

し
…
…
」初
夏
の
風
の
中
、遠
い
異
国
の
地
へ
の
憧
れ
を
み
ず
み
ず
し

く
描
い
た
、朔
太
郎
の
詩
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
。

シ
リ
ウ
ス（
石
津
ち
ひ
ろ
）

　

冬
の
夜
空
で
輝
く
シ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
際
だ
つ「
お
も
い
の
た
け
」と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。限
ら
れ
た
言
葉
で
つ
づ
ら
れ
た
詩
か
ら
、「
わ

た
し
」の
抱
く「
お
も
い
」を
想
像
す
る
。清
新
な
詩
教
材
。

シ
ジ
ミ（
石
垣
り
ん
）

　

夜
中
の
台
所
で
口
を
あ
け
て
生
き
て
い
る「
シ
ジ
ミ
」。そ
れ
に
向
か

って「
鬼
バ
バ
」の
よ
う
に
笑
う
私
も
、う
っ
す
ら
口
を
あ
け
て
寝
る
し
か

な
い
。日
常
の
ひ
と
こ
ま
か
ら
、生
の
深
淵
を
の
ぞ
か
せ
る
佳
品
。

魚
は
陸
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い（
松
浦
啓一）　
自
然・環
境

　
「
魚
は
水
さ
え
あ
れ
ば
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
所
で
生
息
で
き
る
と

いって
も
過
言
で
は
な
い
」に
も
関
わ
ら
ず
、全
て
の
海
水
魚
の
お
よ
そ

八
割
が
、全
海
洋
の
僅
か
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
浅
い
海
に
ひ
し
め
い
て
い

る
。魚
の
生
息
環
境
と
そ
こ
で
の
意
外
な
生
態
や
多
様
性
、そ
し
て
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
人
間
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
、豊
富
な
写
真
と
グ
ラ

フ
と
と
も
に
わ
か
り
や
す
く
解
明
す
る
。

ツ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン（
黒
柳
徹
子
）　
戦
争

　
「
チ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
」は
筆
者
に
と
っ
て
、思
い
出
深
い
曲
の一つ
で

あ
る
。楽
団
員
だ
っ
た
父
が
よ
く
弾
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、戦
時
中
に

疎
開
し
た
青
森
で
偶
然
耳
に
し
て
曲
名
を
教
え
ら
れ
た
り
、死
後
に
届

い
た
手
紙
に
よ
っ
て
父
親
の
軍
隊
で
の
様
子
が
わ
か
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
り
す
る
な
ど
、父
と
自
分
を
つ
な
ぐ
導
線
と
な
っ
た一曲
の
記
憶
。

バ
ス
に
乗
っ
て（
重
松
清
）

　

入
院
し
た
母
を
見
舞
い
に
病
院
へ
通
う
た
め
、一人
で
バ
ス
に
乗
る
よ

う
に
な
っ
た
小
学
校
五
年
生
の
少
年
は
、こ
と
あ
る
ご
と
に
同
じ
運
転

手
の
バ
ス
に
乗
り
合
わ
せ
る
。母
の
入
院
が
長
引
く
に
つ
れ
て
不
安
が

募
る
少
年
と
、ぶっ
き
ら
ぼ
う
な
口
調
で
さ
さ
い
な
行
動
に
も
注
意
を

す
る
運
転
手
と
が
織
り
な
す
人
間
模
様
が
、少
年
の
心
情
に
寄
り
添

い
な
が
ら
巧
み
に
描
か
れ
る
短
編
。

セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙（
葉
山
嘉
樹
）

　

発
電
所
の
建
築
現
場
で一日
中
セ
メ
ン
ト
ま
み
れ
で
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
る

ま
で
働
く
男
、松
戸
与
三
。彼
が
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
か
ら
見
つ
け
た
木

箱
に
入
っ
て
い
た
手
紙
に
は
、あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
こ
と
が
書
か
れ

て
い
た
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
代
表
す
る
作
家
が
、自
ら
の
労
働
体

験
か
ら
生
み
出
し
た
、清
新
で
率
直
な
文
体
と
当
時
の
モ
ダ
ン
な「
探

偵
小
説
」的
構
成
に
よ
る
短
編
。

　

近
代
の
代
表
的
な
作
品
と
と
も
に
、現
代
の
最
先
端
の
作
品
に
も

焦
点
を
当
て
、親
し
み
や
す
く
新
し
い
選
歌・選
句
で
教
材
化
し
た
。

遠
い
片
手　
短
歌
九
首

　

与
謝
野
晶
子・斎
藤
茂
吉・岡
本
か
の
子・小
島
ゆ
か
り・穂
村
弘・東

直
子・佐
藤
弓
生・松
村
正
直・永
田
紅
の
作
品
を
収
録
。

麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み（
穂
村
弘
）

　

石
川
啄
木・俵
万
智・若
山
牧
水
の
作
品
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、「
共

感
」「
驚
異
」「
ク
ビ
レ
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
短
歌
表
現
を
分
析
し
、な
ぜ

短
歌
が
人
を
感
動
さ
せ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
鑑
賞
文
。

春
の
オ
ル
ガ
ン　
俳
句
十
二
句

　

正
岡
子
規・高
浜
虚
子・荻
原
井
泉
水・飯
田
蛇
笏・橋
本
多
佳
子・

中
村
汀
女・加
藤
楸
邨・篠
原
鳳
作・森
澄
雄・鎌
倉
佐
弓・浦
川
聡
子・

大
高
翔
の
作
品
を
収
録
。

　

水
の
東
西（
山
崎
正
和
）　
比
較
文
化

　

鹿
お
ど
し
と
噴
水
か
ら
連
想
さ
れ
る
西
洋
と
日
本
と
の
文
化
の
違

い
を
、「
流
れ
る
水
と
、噴
き
上
げ
る
水
」「
時
間
的
な
水
と
、空
間
的

な
水
」「
見
え
な
い
水
と
、目
に
見
え
る
水
」と
いっ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を

用
い
な
が
ら
、二
項
対
立
の
形
式
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

問
題
解
決
の
心
理
学（
堀
井
秀
之
）　
心
理・脳

　

私
た
ち
は「
問
題
解
決
と
い
う
と
、何
か
難
し
い
こ
と
」だ
と
考
え

が
ち
だ
。だ
が
実
際
は
無
意
識
の
う
ち
に
、日
々
直
面
す
る
問
題
に
対

し
て
、コ
ン
ピュ
ー
タ
よ
り「
は
る
か
に
効
率
的
」に
問
題
を
解
決
し
て
い

る
。人
が
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
必
要
な
情
報
を
検
索・選
択
し
て
問

題
解
決
に
結
び
つ
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、「
記
憶
」と「
因
果
関
係
」を
キ

ー
ワ
ー
ド
に
論
ず
る
。

働
く
喜
び 

技
も
つ
体
で（
塩
野
米
松
）　
仕
事・労
働

　

か
つ
て「
働
く
こ
と
」は「
生
き
る
こ
と
」だ
っ
た
。徒
弟
制
度
の
よ
う

な
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
も
、そ
の
先
に
あ
る
も
の
を
見
つ
め
て
生

き
る
こ
と
が
で
き
た
。「
時
間
の
か
か
る
訓
練
を
避
け
、効
率
の
向
上

を
目
指
し
」、報
酬
が
金
銭
に
置
き
か
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
って
、働
く

こ
と
の
意
味
は
変
わ
っ
た
。「
働
く
こ
と
の
喜
び
」の
復
権
に
向
け
て
記

す
道
し
る
べ
。

あ
た
り
ま
え
な
こ
と
に
あ
り
が
と
う（
池
田
晶
子
） 

存
在
と
認
識　

「
あ
り
が
と
う
」と
い
う
言
葉
に
は
、「
存
在
に
対
す
る
感
謝
」ひ
い
て

は
そ
の
先
に
あ
る「
も
っ
と
大
き
な
何
か
に
対
す
る
感
謝
」が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。そ
れ
は
、あ
ら
ゆ
る
偶
然
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た「
奇

跡
」へ
の
驚
き
の
感
情
で
あ
る
。日
々
の「
あ
た
り
ま
え
」の
中
に
あ
る

か
け
が
え
の
な
さ
を
、自
ら
の
経
験
を
例
に
語
る
幸
福
論
。

羅
生
門（
芥
川
龍
之
介
）

　
『
今
昔
物
語
集
』に
収
め
ら
れ
た「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人

語
第
十
八
」の
逸
話
に
想
を
得
て
、平
安
時
代
の
荒
廃
し
た
都
を
舞
台

に
、生
き
る
た
め
に
自
ら
の
悪
行
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
老
婆
と

下
人
の
姿
を
と
お
し
て
、人
の
心
の
あ
り
よ
う
を
描
く
。近
代
短
編
小

説
を
代
表
す
る
作
品
。

届
く
言
葉
、届
か
な
い
言
葉（
鷲
田
清一）　
言
葉

　

病
院
で
本
の
朗
読
を
ね
だ
り
な
が
ら
、母
親
が
読
み
だ
す
と
別
の

こ
と
を
始
め
、読
み
終
わ
っ
た
り
中
断
し
た
り
す
る
と
再
読
を
要
求

す
る
幼
児
。彼
ら
が
求
め
て
い
る
の
は
本
の
内
容
で
は
な
く
、「
母
親
の

意
識
の
宛
先
に
な
って
い
る
状
況
」で
あ
り「
私
の
み
を
宛
先
と
し
て
い

る
声
」な
の
だ
。人
と
社
会
と
の
関
係
性
か
ら
見
え
る
、声
に
秘
め
ら

れ
た
役
割
と
意
味
と
を
論
ず
る
。

２　
小
説
一

４　
評
論
一

６　
小
説
二

７　
短
歌・俳
句
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９　
随
想
三

ベ
ト
ナ
ム
の
コ
ー
ヒ
ー
屋（
角
田
光
代
）　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
の
際
に
逗
留
し
た
海
辺
の
町
、ニャ
チ
ャ
ン。そ
こ
で
屋
台
の

コ
ー
ヒ
ー
屋
を
営
む
親
子
と
ふ
と
知
り
あった
筆
者
は
、毎
日
の
よ
う
に
そ

の
店
へ
通
う
よ
う
に
な
る
。「
ど
こ
の
国
の
も
の
で
も
な
い
言
葉
で
、あ
れ
や
こ

れ
や
と
話
し
を
し
て
は
、お
互
い
意
味
を
わ
かっ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
なっ

て
げ
ら
げ
ら
と
笑
っ
た
」日
々
。忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
を
綴
る
滞
在
記
。

負
け
方
を
習
得
す
る（
内
田
樹
）　
生
き
方・考
え
方

　

昨
今
は「
ど
う
や
って
勝
つ
か
」ば
か
り
を
考
え
、決
し
て「
負
け
」を

認
め
な
い
の
が
風
儀
ら
し
い
。だ
が
現
実
に
は
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お

い
て
私
た
ち
は
、負
け
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。「
死
ぬ
ま

で
勝
ち
続
け
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
」こ
と
を
認
め
、負
け
る
こ

と
か
ら
学
ぶ
大
切
さ
を
説
く
、「
適
切
な
負
け
方
」の
す
す
め
。

雪
ウ
サ
ギ（
谷
村
志
穂
）

　

親
友
の「
ベッ
カ
」が
遠
く
へ
転
校
し
て
し
ま
っ
た「
私
」は
、ひ
と
り
ぼ

っ
ち
で
取
り
残
さ
れ
た
気
持
ち
で
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
。何
を
す
る

に
も
自
分
か
ら
は
動
き
出
せ
な
い「
私
」は
、あ
る
と
き「
ベッ
カ
」の
か
け

て
き
た
電
話
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、彼
女
に
会
い
に
行
く
こ
と
を
決
心

す
る
。喪
失
の
体
験
を
と
お
し
て
少
女
が
成
長
す
る
姿
を
描
く
物
語
。

と
ん
か
つ（
三
浦
哲
郎
）

　

北
陸
の
小
さ
な
宿
に
青
森
か
ら
泊
ま
り
に
き
た
母
子
連
れ
。目
的

は
近
く
に
あ
る
禅
宗
の
大
本
山
に
息
子
を
入
門
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

夕
食
に
母
親
は
息
子
の
好
物
の
と
ん
か
つ
を
所
望
し
、二
人
は
し
ん
み

り
と
別
れ
の
食
事
を
と
る
。翌
年
、け
が
を
し
た
息
子
の
見
舞
い
に
訪

れ
た
母
親
の
気
持
ち
を
察
し
た
女
将
は
と
ん
か
つ
を
準
備
し
、凛
と
し

た
僧
に
な
っ
た
少
年
は
、匂
い
に
気
づ
く
と
黙
って
合
掌
し
て
母
親
の
部

屋
へ
と
上
が
って
いっ
た
。母
子
の
情
愛
と
、そ
れ
を
見
つ
め
る
周
囲
の
人

間
と
の
交
流
を
鮮
や
か
に
描
い
た
小
編
。

旅
上（
萩
原
朔
太
郎
）

　
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
／
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠

し
…
…
」初
夏
の
風
の
中
、遠
い
異
国
の
地
へ
の
憧
れ
を
み
ず
み
ず
し

く
描
い
た
、朔
太
郎
の
詩
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
。

シ
リ
ウ
ス（
石
津
ち
ひ
ろ
）

　

冬
の
夜
空
で
輝
く
シ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
際
だ
つ「
お
も
い
の
た
け
」と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。限
ら
れ
た
言
葉
で
つ
づ
ら
れ
た
詩
か
ら
、「
わ

た
し
」の
抱
く「
お
も
い
」を
想
像
す
る
。清
新
な
詩
教
材
。

シ
ジ
ミ（
石
垣
り
ん
）

　

夜
中
の
台
所
で
口
を
あ
け
て
生
き
て
い
る「
シ
ジ
ミ
」。そ
れ
に
向
か

って「
鬼
バ
バ
」の
よ
う
に
笑
う
私
も
、う
っ
す
ら
口
を
あ
け
て
寝
る
し
か

な
い
。日
常
の
ひ
と
こ
ま
か
ら
、生
の
深
淵
を
の
ぞ
か
せ
る
佳
品
。

魚
は
陸
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い（
松
浦
啓一）　
自
然・環
境

　
「
魚
は
水
さ
え
あ
れ
ば
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
所
で
生
息
で
き
る
と

いって
も
過
言
で
は
な
い
」に
も
関
わ
ら
ず
、全
て
の
海
水
魚
の
お
よ
そ

八
割
が
、全
海
洋
の
僅
か
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
浅
い
海
に
ひ
し
め
い
て
い

る
。魚
の
生
息
環
境
と
そ
こ
で
の
意
外
な
生
態
や
多
様
性
、そ
し
て
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
人
間
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
、豊
富
な
写
真
と
グ
ラ

フ
と
と
も
に
わ
か
り
や
す
く
解
明
す
る
。

ツ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン（
黒
柳
徹
子
）　
戦
争

　
「
チ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
」は
筆
者
に
と
っ
て
、思
い
出
深
い
曲
の一つ
で

あ
る
。楽
団
員
だ
っ
た
父
が
よ
く
弾
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、戦
時
中
に

疎
開
し
た
青
森
で
偶
然
耳
に
し
て
曲
名
を
教
え
ら
れ
た
り
、死
後
に
届

い
た
手
紙
に
よ
っ
て
父
親
の
軍
隊
で
の
様
子
が
わ
か
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
り
す
る
な
ど
、父
と
自
分
を
つ
な
ぐ
導
線
と
な
っ
た一曲
の
記
憶
。

バ
ス
に
乗
っ
て（
重
松
清
）

　

入
院
し
た
母
を
見
舞
い
に
病
院
へ
通
う
た
め
、一人
で
バ
ス
に
乗
る
よ

う
に
な
っ
た
小
学
校
五
年
生
の
少
年
は
、こ
と
あ
る
ご
と
に
同
じ
運
転

手
の
バ
ス
に
乗
り
合
わ
せ
る
。母
の
入
院
が
長
引
く
に
つ
れ
て
不
安
が

募
る
少
年
と
、ぶっ
き
ら
ぼ
う
な
口
調
で
さ
さ
い
な
行
動
に
も
注
意
を

す
る
運
転
手
と
が
織
り
な
す
人
間
模
様
が
、少
年
の
心
情
に
寄
り
添

い
な
が
ら
巧
み
に
描
か
れ
る
短
編
。

セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙（
葉
山
嘉
樹
）

　

発
電
所
の
建
築
現
場
で一日
中
セ
メ
ン
ト
ま
み
れ
で
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
る

ま
で
働
く
男
、松
戸
与
三
。彼
が
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
か
ら
見
つ
け
た
木

箱
に
入
っ
て
い
た
手
紙
に
は
、あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
こ
と
が
書
か
れ

て
い
た
。プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
代
表
す
る
作
家
が
、自
ら
の
労
働
体

験
か
ら
生
み
出
し
た
、清
新
で
率
直
な
文
体
と
当
時
の
モ
ダ
ン
な「
探

偵
小
説
」的
構
成
に
よ
る
短
編
。

　

近
代
の
代
表
的
な
作
品
と
と
も
に
、現
代
の
最
先
端
の
作
品
に
も

焦
点
を
当
て
、親
し
み
や
す
く
新
し
い
選
歌・選
句
で
教
材
化
し
た
。

遠
い
片
手　
短
歌
九
首

　

与
謝
野
晶
子・斎
藤
茂
吉・岡
本
か
の
子・小
島
ゆ
か
り・穂
村
弘・東

直
子・佐
藤
弓
生・松
村
正
直・永
田
紅
の
作
品
を
収
録
。

麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み（
穂
村
弘
）

　

石
川
啄
木・俵
万
智・若
山
牧
水
の
作
品
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、「
共

感
」「
驚
異
」「
ク
ビ
レ
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
短
歌
表
現
を
分
析
し
、な
ぜ

短
歌
が
人
を
感
動
さ
せ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
鑑
賞
文
。

春
の
オ
ル
ガ
ン　
俳
句
十
二
句

　

正
岡
子
規・高
浜
虚
子・荻
原
井
泉
水・飯
田
蛇
笏・橋
本
多
佳
子・

中
村
汀
女・加
藤
楸
邨・篠
原
鳳
作・森
澄
雄・鎌
倉
佐
弓・浦
川
聡
子・

大
高
翔
の
作
品
を
収
録
。

　

水
の
東
西（
山
崎
正
和
）　
比
較
文
化

　

鹿
お
ど
し
と
噴
水
か
ら
連
想
さ
れ
る
西
洋
と
日
本
と
の
文
化
の
違

い
を
、「
流
れ
る
水
と
、噴
き
上
げ
る
水
」「
時
間
的
な
水
と
、空
間
的

な
水
」「
見
え
な
い
水
と
、目
に
見
え
る
水
」と
いっ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を

用
い
な
が
ら
、二
項
対
立
の
形
式
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

問
題
解
決
の
心
理
学（
堀
井
秀
之
）　
心
理・脳

　

私
た
ち
は「
問
題
解
決
と
い
う
と
、何
か
難
し
い
こ
と
」だ
と
考
え

が
ち
だ
。だ
が
実
際
は
無
意
識
の
う
ち
に
、日
々
直
面
す
る
問
題
に
対

し
て
、コ
ン
ピュ
ー
タ
よ
り「
は
る
か
に
効
率
的
」に
問
題
を
解
決
し
て
い

る
。人
が
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
必
要
な
情
報
を
検
索・選
択
し
て
問

題
解
決
に
結
び
つ
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、「
記
憶
」と「
因
果
関
係
」を
キ

ー
ワ
ー
ド
に
論
ず
る
。

働
く
喜
び 

技
も
つ
体
で（
塩
野
米
松
）　
仕
事・労
働

　

か
つ
て「
働
く
こ
と
」は「
生
き
る
こ
と
」だ
っ
た
。徒
弟
制
度
の
よ
う

な
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
も
、そ
の
先
に
あ
る
も
の
を
見
つ
め
て
生

き
る
こ
と
が
で
き
た
。「
時
間
の
か
か
る
訓
練
を
避
け
、効
率
の
向
上

を
目
指
し
」、報
酬
が
金
銭
に
置
き
か
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
って
、働
く

こ
と
の
意
味
は
変
わ
っ
た
。「
働
く
こ
と
の
喜
び
」の
復
権
に
向
け
て
記

す
道
し
る
べ
。

あ
た
り
ま
え
な
こ
と
に
あ
り
が
と
う（
池
田
晶
子
） 

存
在
と
認
識　

「
あ
り
が
と
う
」と
い
う
言
葉
に
は
、「
存
在
に
対
す
る
感
謝
」ひ
い
て

は
そ
の
先
に
あ
る「
も
っ
と
大
き
な
何
か
に
対
す
る
感
謝
」が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。そ
れ
は
、あ
ら
ゆ
る
偶
然
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た「
奇

跡
」へ
の
驚
き
の
感
情
で
あ
る
。日
々
の「
あ
た
り
ま
え
」の
中
に
あ
る

か
け
が
え
の
な
さ
を
、自
ら
の
経
験
を
例
に
語
る
幸
福
論
。

羅
生
門（
芥
川
龍
之
介
）

　
『
今
昔
物
語
集
』に
収
め
ら
れ
た「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人

語
第
十
八
」の
逸
話
に
想
を
得
て
、平
安
時
代
の
荒
廃
し
た
都
を
舞
台

に
、生
き
る
た
め
に
自
ら
の
悪
行
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
老
婆
と

下
人
の
姿
を
と
お
し
て
、人
の
心
の
あ
り
よ
う
を
描
く
。近
代
短
編
小

説
を
代
表
す
る
作
品
。

届
く
言
葉
、届
か
な
い
言
葉（
鷲
田
清一）　
言
葉

　

病
院
で
本
の
朗
読
を
ね
だ
り
な
が
ら
、母
親
が
読
み
だ
す
と
別
の

こ
と
を
始
め
、読
み
終
わ
っ
た
り
中
断
し
た
り
す
る
と
再
読
を
要
求

す
る
幼
児
。彼
ら
が
求
め
て
い
る
の
は
本
の
内
容
で
は
な
く
、「
母
親
の

意
識
の
宛
先
に
な
って
い
る
状
況
」で
あ
り「
私
の
み
を
宛
先
と
し
て
い

る
声
」な
の
だ
。人
と
社
会
と
の
関
係
性
か
ら
見
え
る
、声
に
秘
め
ら

れ
た
役
割
と
意
味
と
を
論
ず
る
。

11　
評
論
三

10　
小
説
三

８　
評
論
二


