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問
題
を
視
野
に
入
れ
た
詩
作
品
を
集
め
、
多
様
で
重
層
的
な
詩
選
集
に
し
た
い
と
い
う
考
え
方
を
伝
え
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
前
提
と
し
て
は
一
篇

の
詩
が
優
れ
て
い
な
け
れ
ば
収
録
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
の
だ
っ
た
。
有
馬
さ
ん
は
私
の
考
え
や
方
向
性
に
賛
成
を
し
て
く

れ
て
、『
生
活
語
詩
集
』
の
企
画
・
編
集
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
だ
っ
た
。

　

私
の
詩
論
集
『
詩
の
降
り
注
ぐ
場
所
』
Ⅰ
章
「
場
所
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
「
詩
の
換
喩
的
な
内
在
批
評
が
可
能
か
」
の
最
終
段
落
で
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　
　

私
は
詩
を
書
く
際
に
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
と
い
う
時
間
と
場
所
か
ら
促
さ
れ
る
驚
き
又
は
衝
撃
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
時

に
意
識
に
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
を
想
起
し
、
映
像
、
意
味
、　

感
情
な
ど
を
再
構
成
し
て
い
く
も
の
こ
そ
「
場
所
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
だ
と
気

づ
か
さ
れ
る
。「
場
所
」
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
修
辞
学
の
「
発
見
」
の
「
場
所
」（
ト
ポ
ス
）
で
あ
り
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
原
故
郷
」
や
「
生

活
世
界
」
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」
で
あ
り
、
西
田
幾
多
郎
の
主
観
客
観
以
前
の
「
純
粋
経
験
」
の
述
語
的
「
場
所
」
な

ど
多
く
の
優
れ
た
哲
学
者
た
ち
が
意
識
の
根
源
を
考
察
し
た
こ
と
と
重
な
っ
て
く
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
浜
田
知
章
が
詩
論
集
『
リ

ア
リ
ズ
ム
詩
論
の
た
め
の
覚
書
』
で
語
っ
て
い
る
「
詩
人
の
本
質
と
は
自
分
が
立
っ
て
い
る
場
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、

詩
の
発
生
も
時
空
の
ス
パ
ー
ク
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
か
ら
。」
と
い
う
論
考
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
浜
田
知
章
が
詩
作
は
「
感

動
の
連
鎖
状
の
発
展
」
で
あ
り
、「
内
部
衝
動
の
あ
る
作
品
を
書
く
べ
き
」
で
あ
り
、「
他
者
の
た
め
に
書
く
」
べ
き
だ
と
言
っ
た
事
と
も
繫
が
っ

て
く
る
。「
他
者
の
た
め
に
書
く
」
と
は
、
隣
接
す
る
存
在
の
感
動
を
物
語
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
他
者
の
場
を
想
像
し
て
い
く
換
喩
的

認
識
が
大
き
な
働
き
を
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
詩
作
と
思
索
を
一
致
さ
せ
て
実
作
を
試
み
て
い
る
詩
人
た
ち
は
数
多
く
い
る
。「
場
所
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
明
る
み
に
だ
す
換
喩
的
な
内
在
批
評
が
は
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
私
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
そ
ん
な
問
い
を
秘
め
な

が
ら
、
す
ぐ
れ
た
詩
篇
や
詩
人
た
ち
と
関
係
し
て
い
き
た
い
と
願
う
こ
と
だ
。

　

私
は
詩
を
書
き
詩
誌
を
出
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
詩
論
を
ず
っ
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
詩
に
お
け
る
「
場
所
」
の
問
題
と
い
う
の
が
大

き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
活
す
る
場
所
か
ら
の
詩
と
い
う
意
味
で
「
生
活
語
詩
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
自
分
の
詩
や
詩
論
に
お
い
て
も

深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
て
い
る
。

　
「
生
活
語
詩
」
と
は
何
か
、と
問
う
な
ら
ば
、そ
れ
で
は
「
生
活
」
と
は
何
か
、と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
て
く
る
。
何
気
な
い
自
ら
の
暮
ら
し
が
、

問
わ
れ
て
く
る
瞬
間
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
詩
作
す
る
こ
と
が
、「
生
活
語
詩
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
だ
ろ
う
。
私
は
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二
〇
〇
七
年
九
月
初
め
、
京
都
駅
前
の
ホ
テ
ル
ロ
ビ
ー
で
有
馬
敲
さ
ん
と
初
め
て
会
っ
た
。
私
は
七
月
中
旬
に
『
原
爆
詩
一
八
一
人
集
』
を
刊

行
し
、
全
国
の
書
店
に
配
本
し
、
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
な
ど
新
聞
五
十
紙
近
く
に
紹
介
さ
れ
て
、
そ
の
反
響
が
一
段
落
し
た
こ
ろ
だ
っ
た
。

有
馬
さ
ん
か
ら
は
『
原
爆
詩
一
八
一
人
集
』
が
出
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
『
生
活
語
詩
集
』
の
こ
と
で
相
談
を
し
た
い
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。

有
馬
さ
ん
は
長
年
に
わ
た
っ
て
、
京
都
弁
で
あ
る
「
生
活
語
」
で
詩
を
書
い
て
い
く
試
み
を
実
践
し
て
き
た
。
ま
た
大
阪
の
詩
人
島
田
陽
子
さ
ん

達
と
一
緒
に
「
方
言
」
で
詩
を
書
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
生
き
る
場
所
で
語
ら
れ
て
い
る
、
生
活
の
豊
か
な
感
情
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
宿
し
て
い

る
日
常
語
を
自
覚
的
に
使
用
し
た
詩
作
を
全
国
的
に
広
め
る
運
動
を
模
索
し
て
い
る
詩
人
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
私
は
有
馬
さ
ん
、
島
田
さ

ん
が
私
の
子
供
の
教
科
書
に
も
出
て
く
る
方
言
を
用
い
た
詩
篇
の
実
作
者
で
あ
り
、
相
当
な
使
命
感
を
抱
い
て
こ
の
運
動
を
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

感
じ
て
い
た
。
そ
の
生
活
語
詩
の
運
動
が
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
現
代
日
本
生
活
語
詩
集
』（
澪
標
）
と
な
っ
た
初
め
て
の
成
果
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。

　

有
馬
さ
ん
か
ら
は
、京
都
・
大
阪
の
詩
人
達
は
自
分
た
ち
の「
方
言
」に
ほ
と
ん
ど
劣
等
感
を
抱
く
こ
と
が
な
い
の
で
、す
ん
な
り「
方
言
」を「
生

活
語
」
と
し
て
感
じ
て
詩
作
す
る
こ
と
は
余
り
抵
抗
が
な
い
。
し
か
し
関
東
や
特
に
東
北
で
は
、「
方
言
」
に
対
し
て
も
っ
と
複
雑
な
思
い
が
あ
っ

て「
方
言
」で
詩
を
書
こ
う
と
は
思
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
生
活
語
」で
詩
を
書
い
て
欲
し
い
と
言
っ
て
も
大
き
な
壁
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

箱
根
や
白
河
の
関
を
越
え
て
全
国
的
に
広
が
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、力
を
ぜ
ひ
貸
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
。
近
代
詩
、現
代
詩
が
「
生

活
語
」
を
軽
ん
じ
た
り
、
そ
の
根
本
的
な
言
葉
の
魅
力
を
自
覚
化
し
な
い
こ
と
か
ら
、
現
代
詩
は
痩
せ
細
り
、
我
々
の
古
層
に
潜
ん
で
い
る
言
葉

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
生
か
し
切
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
私
に
語
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
本
来
的
で
あ
り
根
本
的
な
言
葉
の

力
を
取
り
戻
す
と
い
う
詩
的
精
神
を
理
解
し
て
く
れ
る
な
ら
、
編
集
を
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
に
任
せ
る
の
で
全
国
的
に
こ
の
『
生
活
語
詩
集
』
を
広

め
る
た
め
に
編
集
・
実
務
を
引
き
受
け
て
欲
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
仮
に
こ
の
『
生
活
語
詩
集
』
を
引
き
受
け
る
と
し
た
ら
、『
原
爆
詩

一
八
一
人
集
』
と
同
じ
よ
う
な
、
詩
人
の
「
集
合
的
無
意
識
」
で
あ
る
共
通
の
テ
ー
マ
性
を
掲
げ
て
詩
を
集
め
た
い
。
私
と
し
て
は
「
方
言
」
を

使
用
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、「
方
言
」
が
な
く
と
も
そ
の
地
域
で
使
わ
れ
て
い
る
山
河
・
湖
沼
な
ど
の
地
名
や
動
植
物
名
な
ど
、
ま
た
生
活

感
の
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
含
め
た
生
活
語
を
使
用
し
な
が
ら
、
そ
の
場
所
の
自
然
を
見
つ
め
、
環
境
問
題
、
地
球
温
暖
化
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
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年
の
イ
ネ
』
な
ど
は
、
ま
さ
に
賢
治
の
詩
的
精
神
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
「
田
を
作
る
よ
う
に
詩
を
作
れ
」
を
実
践
し
た
も
の
だ
。
詩
人
が
生
き
る

そ
の
場
所
か
ら
見
詰
め
ら
れ
た
切
実
な
光
景
を
書
け
な
い
は
ず
は
な
い
と
考
え
る
。

　

私
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
西
田
幾
多
郎
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。

　

私
は
い
つ
も
云
ふ
如
く
自
覚
と
い
ふ
の
は
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
、
而
も
自
己
が
見
ら
れ
な
い
所
に
即
ち
自
己
が
無
と
な
っ

た
所
に
真
の
自
己
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
対
象
的
に
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
、そ
れ
は
自
己
で
は
な
い
、極
限
と
し
て
見
ら
れ
る
と
云
っ

て
も
、
そ
れ
は
既
に
真
の
自
己
で
は
な
い
。
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
の
は
何
処
ま
で
も
対
象
的
な
る
も
の
を
包
む
と
い
ふ
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
、
場
所
が
無
と
な
っ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
極
限
と
い
ふ
も
の
が
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
そ
れ
が
純
な
る

作
用
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
既
に
そ
の
場
所
が
限
定
さ
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
、
何
処
ま
で
も
包
む
と
云
は
れ
な
い
、
場

所
が
真
の
無
と
な
る
と
は
云
は
れ
な
い
。
而
も
一
般
者
が
自
己
に
於
て
自
己
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
極
限
点
に
於
て
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な

い
、
既
に
超
越
的
な
る
も
の
に
撞
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
上
に
、
更
に
超
越
的
な
る
も
の
を
対
象
的
方
向
に
定
め
る
一
般
者
を
考
へ
る
こ
と
は

不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
方
向
に
於
て
は
唯
単
な
る
無
限
の
過
程
と
い
ふ
如
き
も
の
を
考
へ
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
自

覚
に
於
て
自
己
が
見
ら
れ
な
く
な
る
所
に
自
己
を
見
る
と
い
ふ
場
合
、そ
こ
に
無
に
し
て
有
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

無
限
な
る
一
般
者
の
自
己
限
定
に
対
し
て
逆
に
こ
れ
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
に
於
て
一
般
者
を
包
む

一
般
者
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
有
に
対
す
る
無
で
は
な
く
、
無
に
し
て
有
を
限
定
す
る
真
の
無
の
場
所
に
於
て
自
覚
的
な
る

も
の
が
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
」
は
「
有
の
場
所
」「
相
対
無
の
場
所
」「
絶
対
無
の
場
所
」
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
物
質
界
に
基
づ
く
共
同
体
、

無
意
識
、
固
有
環
境
な
ど
の
「
有
の
場
所
」
か
ら
、
意
識
作
用
で
あ
る
「
相
対
無
の
場
所
」
へ
の
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
覚
＝
「
自
己

の
中
に
自
己
を
映
す
」
で
あ
り
、「
自
己
が
無
と
な
っ
た
所
に
真
の
自
己
を
見
る
」
こ
と
だ
と
展
開
し
て
い
く
。「
有
の
場
所
」
の
背
後
に
あ
る
が
、

「
無
か
ら
有
を
限
定
す
る
」
と
は
、「
無
限
な
る
一
般
者
の
自
己
限
定
」
を
さ
ら
に
限
定
す
る
こ
と
の
豊
か
さ
を
語
っ
て
い
る
。
限
定
と
は
一
般
者

を
特
殊
化
し
、
無
限
を
有
限
化
し
な
が
ら
個
別
者
で
あ
る
本
来
の
自
己
を
場
所
の
中
で
見
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
西
洋
の
主
語
論
理
主
義
か
ら
述
語
論
理
主
義
へ
の
転
換
を
背
後
に
秘
め
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
詩
人
た
ち
は
共
通
語
の
「
主
語
の
論
理
」

「
生
活
」
を
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
い
う
よ
う
な
分
断
さ
れ
た
人
の
群
れ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
で
は
な
く
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」

と
い
う
「
意
味
連
関
の
全
体
」
を
視
野
に
入
れ
て
、
存
在
と
は
何
か
と
問
い
を
発
す
る
存
在
者
た
ち
が
生
き
る
場
所
と
し
て
「
生
活
」
を
考
え
た

い
。
そ
の
意
味
で
「
生
活
語
詩
」
と
は
、
自
己
の
取
り
巻
か
れ
て
い
る
生
き
る
場
所
を
発
見
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
言
葉
で
作
ら
れ
る
詩
で
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
場
所
か
ら
生
き
る
こ
と
や
生
か
さ
れ
る
経
験
を
率
直
に
問
う
て
、
記
述
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
現
代
詩
を
生
活
か
ら
遊
離
し
た
、
高

度
な
隠
喩
を
駆
使
す
る
と
い
う
言
葉
の
戯
れ
と
い
っ
た
、
一
面
的
な
修
辞
学
か
ら
解
放
さ
せ
る
た
め
に
は
、
古
代
ロ
ー
マ
で
集
大
成
さ
れ
た
本
来

的
な
修
辞
学
の
五
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
発
想
、
配
置
、
修
辞
（
表
現
方
法
）、
記
憶
、
発
表
」

の
五
段
階
に
お
い
て
、
初
め
の
「
発
想
」
と
は
、
表
現
の
ア
イ
デ
ア
に
な
っ
た
存
在
の
驚
き
を
生
み
出
し
た
場
所
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ま
詩
を
書
き
続
け
て
い
る
あ
る
種
の
詩
人
た
ち
は
、
自
分
の
詩
か
ら
生
き
る
場
所
で
あ
る
固
有
名
を
消
し
去
り
、
無
人
称
や
匿
名
に
仮
託
し

て
、
普
遍
性
を
一
挙
に
獲
得
し
た
い
と
願
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
現
代
詩
は
誰
か
ら
も
読
ま
れ
な
い
詩
人
の
専
有
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
自
覚
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
の
高
度
化
こ
そ
が
現
代
詩
の
使
命
だ
と
、
倒
錯
し
た
言
語
思
想
に
呪
縛
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
他
者
と
の
語
り
合
う
「
場
所
」
を
発
見
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
根
本
か
ら
余
り
に
も
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク

の
残
骸
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
現
代
詩
の
先
鋭
的
な
詩
を
読
ん
で
い
て
、
ど
う
し
て
詩
の
展
開
で
こ
の
行
を
も
っ
と
固
有
名
や
肉
声
で
あ

る
言
葉
や
手
触
り
の
あ
る
詩
行
に
し
な
い
の
か
、
な
ぜ
そ
の
生
き
る
場
所
を
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
残
念
に
歯
痒
く
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

自
ら
の
生
活
を
省
み
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
、
世
界
の
他
者
か
ら
の
視
線
を
削
ぎ
、
自
己
の
真
の
姿
を
見
る
機
会
を
逸
し
て
い
る
。
詩
人
は
そ
の

場
所
を
愛
す
る
人
び
と
の
思
い
を
汲
み
あ
げ
て
、
も
っ
と
そ
の
場
所
で
生
き
る
喜
び
を
詩
に
書
い
て
も
い
い
し
、
そ
の
場
所
を
危
機
に
陥
れ
る
状

況
に
警
告
を
発
す
る
予
言
的
な
詩
を
書
け
る
は
ず
だ
。
現
代
詩
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
「
生
活
語
詩
」
の
言
語
思
想
の

重
層
性
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
豊
か
な
現
代
詩
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
読
者
に
読
ま
せ
る
糸
口
を
与

え
な
い
言
葉
の
実
験
的
な
独
り
よ
が
り
の
詩
群
は
、
言
葉
を
発
す
る
レ
ベ
ル
に
他
者
へ
の
切
実
な
魂
の
伝
達
と
い
う
詩
の
根
源
的
な
使
命
を
入
れ

忘
れ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
問
題
点
は
、
詩
人
が
生
き
る
場
所
へ
の
感
謝
が
希
薄
で
傲
慢
に
な
り
、
場
所
を
限
定
し
な
い
で
詩
を
書
い
て
し
ま
う
か
ら
だ
ろ
う
。「
詩

を
作
る
よ
り
も
田
を
作
れ
」
と
い
う
格
言
は
、
逆
に
「
田
を
作
る
よ
り
も
詩
を
作
れ
」
と
芸
術
至
上
主
義
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
詩
と
生
活

を
別
次
元
の
も
の
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
根
源
的
に
は
、「
田
を
作
る
よ
う
に
詩
を
作
れ
」
で
あ
り
、「
詩
を
作
る
よ
う
に
田
を
作
れ
」
で
あ
る
の
だ
。

宮
沢
賢
治
は
そ
の
よ
う
な
詩
作
と
社
会
的
な
農
民
活
動
を
同
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
た
。昨
年
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
か
ら
発
刊
し
た
岡
隆
夫
詩
集『
二
億
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縛
か
ら
解
き
放
つ
た
め
に
生
活
語
詩
と
い
う
考
え
を
手
が
か
り
と
し
て
、
今
後
は
詩
の
思
い
切
っ
た
創
造
に
向
か
う
の
が
必
要
で
は
な
い
か
。
こ

の
よ
う
な
考
え
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
端
を
「
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ�

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｋ
」
誌
59
号
、
60
号
で
も
論
じ
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
こ
こ
に
『
生
活
語
詩

二
七
六
人
集
・
山
河
編
』
が
実
現
し
た
。

　

こ
の
発
端
は
二
〇
〇
七
年
九
月
上
旬
、
鈴
木
比
佐
雄
と
京
都
で
会
っ
て
意
見
交
換
を
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
鈴
木
比

佐
雄
の
〝「
生
活
語
詩
」
運
動
と
は
何
か
〟（
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ�

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｋ
60
号
）
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
今
回
の
詩
集
が
『
山
河
編
』

と
名
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
と
き
の
対
話
か
ら
鈴
木
比
佐
雄
か
ら
提
案
さ
れ
た
。
鈴
木
は
刊
行
趣
意
書
の
文
中
で
、〝「
生
活
語
」
を
用
い
て
新

た
な
詩
的
世
界
へ
目
差
す
詩
人
た
ち
へ
〟
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

全
国
の
山
河
・
湖
沼
・
海
岸
の
固
有
名
を
記
し
そ
こ
で
暮
ら
す
存
在
者
た
ち
を
「
生
活
語
」
で
刻
ん
だ
過
去
の
詩
人
の
名
詩
篇
と
、
い
ま
環

境
破
壊
・
地
球
温
暖
化
を
肌
で
感
じ
、
人
間
の
環
境
破
壊
に
よ
る
「
生
活
世
界
」
の
変
化
や
危
機
意
識
を
バ
ネ
に
し
て
新
た
な
「
生
活
語
」
で

本
来
的
な
「
生
活
世
界
」
を
構
想
し
よ
う
と
詩
作
し
て
い
る
現
役
詩
人
の
詩
篇
を
加
え
た
、二
一
世
紀
の
詩
的
世
界
を
切
り
拓
く
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

を
目
差
し
た
い
。

　

杜
甫
は
「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
」
と
「
春
望
」
で
書
き
記
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
「
地
球
破
れ
て
山
河

な
し
」
と
い
う
危
機
的
現
象
が
地
球
規
模
で
起
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
つ
て
山
河
な
ど
自
然
を
畏
敬
し
、
そ
の
地
方
の
固
有
名
を
記
し
た
名

詩
篇
を
集
め
故
郷
の
山
河
な
ど
を
愛
す
る
心
を
再
び
喚
起
さ
せ
た
い
。
さ
ら
に
暮
ら
し
て
い
る
場
所
、
身
近
な
故
郷
の
山
河
湖
沼
、
海
辺
の
変

化
か
ら
地
球
温
暖
化
を
感
じ
と
り
、
後
世
に
自
然
を
ど
う
の
こ
す
か
、
ま
た
壊
し
て
し
ま
っ
た
自
然
を
ど
う
回
復
さ
せ
る
か
、
多
様
な
方
言
や

風
土
的
・
地
理
的
な
固
有
名
な
ど
の
生
活
語
を
通
し
て
の
詩
作
さ
れ
た
批
評
精
神
を
宿
し
た
作
品
を
集
め
た
い
。
そ
れ
ら
の
詩
群
に
よ
っ
て
日

本
全
国
の
人
び
と
の
暮
ら
し
て
い
る
場
所
を
歴
史
的
性
と
現
在
性
を
交
差
さ
せ
て
重
層
的
に
浮
き
彫
り
に
さ
せ
、
言
葉
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
後
世
に
伝

え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
活
か
し
た
根
源
的
で
あ
り
未
知
の
「
生
活
語
」
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
誕
生
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

過
去
の
詩
人
の
名
詩
篇
と
し
て
、
例
え
ば
宮
沢
賢
治
で
は
方
言
を
い
れ
た
「
永
訣
の
朝
」、
ま
た
地
名
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
「
岩
手
山
」
な

ど
は
ご
遺
族
や
関
係
者
の
賛
同
を
得
て
収
録
し
た
い
。
山
河
な
ど
の
自
然
を
自
己
の
「
生
活
世
界
」
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
基
底
と
考
え
、

自
然
と
対
話
し
自
然
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
た
自
己
を
生
か
す
知
恵
を
「
生
活
語
」
と
し
て
詩
に
導
入
す
る
こ
と
は
優
れ
た
詩
人
に
試
み
ら
れ
て

き
た
。
賢
治
の
「
永
訣
の
朝
」
の
「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
や
」
は
臨
終
前
の
妹
ト
シ
か
ら
吐
か
れ
た
深
層
の
根
源
語
で
あ
り
、
こ
れ

こ
そ
愛
す
る
存
在
者
か
ら
伝
え
ら
れ
た
最
高
の
「
生
活
語
」
で
あ
り
魂
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
名
詩
は
そ
ん
な
「
生
活
語
」
な
く
し
て
は
、

の
考
え
だ
け
で
な
く
、「
述
語
の
論
理
」
で
あ
る
古
層
を
含
ん
だ
生
活
語
を
あ
え
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
般
者
と
し
て
の
自
己
を
相
対
化
、

特
殊
化
し
て
新
た
な
る
「
無
の
場
所
」
を
探
ろ
う
と
す
る
た
め
に
詩
作
を
続
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
西
田
幾
多
郎
が
真
の
自
由
意
志

を
構
想
し
て
い
た
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
類
似
し
て
い
る
と
私
に
は
感
じ
取
れ
る
の
だ
。
そ
ん
な
豊
か
で
多
様
性
の
あ
る
詩
人
た
ち
の
共
有
す
る

「
無
の
場
所
」
を
、「
生
活
語
詩
」
を
生
み
続
け
て
い
く
運
動
の
場
所
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
る

�
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Ａ
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Ａ
Ｃ
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こ
の
詩
集
の
原
稿
を
手
に
し
て
ま
ず
思
っ
た
こ
と
は
、
特
定
の
山
河
な
ど
自
然
の
固
有
名
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
語
詩
の
新
し
い
世

界
が
く
り
広
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

生
活
語
と
は
、
私
の
考
え
で
は
日
常
の
話
し
こ
と
ば
、
具
体
的
に
は
共
通
語
も
あ
れ
ば
、
地
域
・
年
代
で
異
な
る
こ
と
ば
な
ど
で
あ
る
。
後
者

に
は
方
言
、
俗
語
、
芸
者
語
、
外
来
語
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
詩
の
世
界
で
生
活
語
と
い
う
場
合
は
共
通
語
と
方
言
と
い
う
学
問

的
研
究
の
区
分
を
取
り
は
ら
っ
て
、
日
常
の
話
し
こ
と
ば
や
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば
、
生
の
口
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
生
活
語
の
変
化
は
、

時
代
の
流
れ
ば
か
り
で
な
く
、
使
用
す
る
個
人
の
地
域
や
年
齢
な
ど
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
生
活
語
を
い
か
に
自
分
の
語ご

い彙
と
し
て
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
生
か
し
、
独
自
の
詩
の
か
た
ち
に
し
て
い
く

か
が
、
今
後
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
い
き
ん
、
私
は
『
現
代
生
活
語
詩
考
』
に
お
い
て
、
こ
こ
数
年
に
お
け
る
生
活
語
の
詩

に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
で
は
生
活
語
詩
の
源
流
を
万
葉
集
の
山
上
憶
良
の
作
品
に
認
め
、
明
治
以
降
の
口
語
自
由
詩
、

宮
沢
賢
治
や
そ
れ
以
後
の
詩
、
太
平
洋
戦
争
中
の
伏
流
、
戦
後
詩
の
時
代
、
一
九
七
〇
年
以
降
か
ら
現
在
に
い
た
る
生
活
語
詩
の
具
体
例
に
つ
い

て
論
じ
た
。

　

も
と
も
と
詩
の
こ
と
ば
は
既
成
の
枠
組
を
破
り
、
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
性
が
発
揮
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
共
通
語
の
詩
の
呪
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決
し
て
共
通
語
だ
け
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
名
詩
を
、
い
ま
編
者
た
ち
は
四
〇
篇
前
後
、
収
集
・
検
討
し
て
い
る
。
故
郷
の
詩

で
あ
り
な
が
ら
、「
故
郷
世
界
」
を
超
え
て
「
異
郷
世
界
」
に
も
通
じ
て
い
き
、つ
い
に
は
対
立
や
違
和
を
超
え
、自
然
の
基
底
に
存
在
す
る
「
原

故
郷
」
を
目
差
し
て
い
る
優
れ
た
詩
群
を
「
生
活
語
詩
」
の
試
み
と
位
置
づ
け
た
い
。
全
国
の
多
様
な
方
言
が
必
然
的
に
詩
に
導
入
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
仮
に
方
言
が
入
っ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
場
所
の
固
有
の
地
名
や
固
有
な
動
植
物
名
な
ど
、
そ
こ
に
自
生
し
て
い
る

植
物
の
よ
う
に
言
葉
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
後
世
に
残
す
切
実
な
思
い
が
あ
れ
ば
、
新
た
な
「
生
活
世
界
」
を
構
想
す
る
「
生
活
語
詩
」
と
し
て
相
応
し

い
と
編
者
は
考
え
て
い
る
。

　

自
然
環
境
の
変
化
は
、
こ
と
し
六
月
中
旬
の
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
の
よ
う
に
山
が
動
き
山
が
崩
れ
て
山
が
消
え
る
自
然
災
害
、
ダ
ム
決
壊
な

ど
に
よ
る
二
次
災
害
だ
け
で
は
な
い
。
地
球
温
暖
化
や
公
害
に
よ
る
自
然
環
境
の
破
壊
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
市
町
村
合
併
で
生
活
で
な
じ
み
の
あ
る
地
名
が
消
え
た
り
、
ど
こ
の
国
の
こ
と
ば
か
分
か
ら
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
や
団
地
の
カ
タ
カ
ナ
名

が
生
ま
れ
た
り
し
て
、
そ
の
土
地
に
住
む
人
び
と
の
生
活
や
心
を
侵
し
た
り
し
て
い
る
。
特
定
の
固
有
名
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
間
や
動
植

物
な
ど
の
自
然
を
ふ
く
め
て
、
そ
の
土
地
の
風
物
を
い
っ
し
ょ
に
つ
な
ぐ
紐
帯
で
あ
る
は
ず
な
の
に
。

　

日
本
の
近
・
現
代
の
詩
は
象
徴
派
、
抒
情
派
、
純
粋
派
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
上
の
守
旧
的
な
詩
が
、
共
通
語
に
よ
る
抽

象
語
や
観
念
語
な
ど
で
、
形
而
上
的
と
称
す
る
作
品
の
み
に
そ
の
美
学
を
求
め
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
流
れ
に
対
し
て
、
こ
の
詩
集
で
は
特
定
の
山

河
な
ど
自
然
の
固
有
名
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
詩
の
世
界
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
を
読
み
と
っ
て
ほ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

過
去
の
詩
人
の
作
品
の
な
か
に
は
漢
語
調
や
文
語
調
、
共
通
語
志
向
の
も
の
が
あ
る
が
、
自
然
の
固
有
名
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
語
詩

の
系
譜
に
つ
な
が
る
作
品
と
認
め
て
、
こ
の
詩
集
に
収
め
る
こ
と
に
し
た
。

　

今
後
、
こ
の
生
活
語
詩
の
考
え
方
が
現
代
詩
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
と
も
に
、
後
続
の
若
い
世
代
の
人
た
ち
が
関
心
を
も
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
土
地
に
根
ざ
し
た
生
活
語
さ
え
も
揺
る
が
す
地
震
の
よ
う
な
現
代
の
急
激
な
変
動
に
対
し
て
、
み
ご
と
に
生
き
残
れ

る
詩
の
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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〇
〇
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者
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が
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鈴
木
比
佐
雄　
　

　　

優
れ
た
生
活
語
の
詩
篇
に
は
、
詩
人
の
個
別
的
経
験
の
小
さ
な
私
を
踏
み
超
え
て
い
き
、
そ
の
地
域
の
地
霊
や
民
衆
の
苦
悩
や
喜
び
で
あ
る
暮

ら
し
の
共
通
の
基
盤
と
言
え
る
も
の
が
、
そ
の
時
代
の
証
言
と
な
っ
て
宿
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
、共
通
語
が
生
ま
れ
た
母
胎
で
あ
る
日
本
の
各
地
域
の
方
言
や
そ
の
土
地
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
固
有
名
や
地
名
な
ど
を
用
い
て
、

生
活
に
密
着
し
口
語
を
充
分
に
生
か
し
、
ま
た
自
然
・
環
境
問
題
を
我
が
こ
と
と
し
て
破
壊
さ
れ
て
い
く
故
郷
へ
の
痛
み
や
再
生
を
願
う
詩
篇
な

ど
を
選
び
出
し
、
新
た
に
公
募
し
た
生
活
語
の
詩
篇
を
集
め
た
詩
選
集
で
あ
る
。
三
人
の
選
者
で
あ
る
有
馬
敲
、
山
本
十
四
尾
、
鈴
木
比
佐
雄
が

物
故
詩
人
の
詩
篇
と
公
募
さ
れ
た
詩
篇
を
持
ち
寄
り
、
最
終
的
に
『
生
活
語
詩
二
七
六
人
集
』
と
し
た
。
選
者
の
三
人
に
多
く
の
助
言
・
推
薦
を

し
て
く
れ
た
各
地
域
の
詩
人
た
ち
、
ま
た
快
く
本
書
の
試
み
に
賛
同
し
て
く
れ
た
著
作
権
継
承
者
た
ち
、
力
作
を
寄
せ
て
く
れ
た
全
国
の
詩
人
た

ち
に
感
謝
の
言
葉
を
心
か
ら
記
し
た
い
。

　

先
住
民
の
ア
イ
ヌ
の
詩
人
森
竹
竹
市
か
ら
始
ま
り
、
東
北
の
宮
沢
賢
治
、
関
東
の
新
川
和
江
、
中
部
の
浜
田
知
章
、
関
西
の
志
村
ふ
く
み
、
中

国
の
永
瀬
清
子
、
四
国
の
岡
本
彌
太
、
九
州
の
渡
辺
修
三
、
い
ま
だ
米
軍
基
地
が
集
中
す
る
沖
縄
の
島
々
を
詠
う
真
久
田
正
ま
で
、
全
国
を
九
つ

の
地
域
に
分
け
て
そ
の
地
域
を
代
表
す
る
物
故
詩
人
の
詩
篇
を
初
め
に
置
き
、
現
役
の
詩
人
た
ち
は
多
少
の
前
後
の
入
れ
替
え
は
あ
る
が
年
齢
順

に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
北
海
道
は
十
四
人
、
東
北
は
三
十
九
人
、
関
東
は
六
十
二
人
、
中
部
は
二
十
五
人
、
関
西
は
四
十
五
人
、
中
国
は
三
十
七

人
、
四
国
は
十
四
人
、
九
州
は
三
十
一
人
、
沖
縄
・
南
西
諸
島
は
九
人
の
計
二
七
六
人
と
な
っ
た
。
物
故
詩
人
の
著
作
権
継
承
者
で
連
絡
が
取
れ

な
い
方
々
が
数
名
お
ら
れ
、
今
後
も
引
き
続
き
探
し
ま
す
が
、
お
気
付
き
の
方
は
教
え
て
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

本
書
が
源
泉
と
な
り
、
共
通
語
と
方
言
・
地
名
な
ど
を
含
ん
だ
生
活
語
を
駆
使
す
る
詩
人
た
ち
が
、
今
後
よ
り
い
っ
そ
う
豊
か
な
根
源
的
な
詩

作
へ
と
結
実
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
ま
た
こ
の
詩
選
集
か
ら
日
本
の
詩
人
の
多
様
性
と
根
源
性
の
魅
力
を
知
り
、
詩
の
世
界
に
入
っ
て

こ
よ
う
と
す
る
未
知
の
読
者
に
本
書
を
捧
げ
た
い
。
各
地
域
の
朗
読
会
な
ど
で
活
用
さ
れ
、
詩
を
身
近
に
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
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