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詩
「
春
に
」
（
解
説
）

○
詩
の
形
式

☆
「
口
語
」
「
文
語
」
に
つ
い
て

詩
の
「
形
式
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
口
語
自
由
詩
な
ど

の
４
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
聞
か
れ
て
い
る
の
だ
と
す
ぐ

に
気
が
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

口
語
、
文
語
を
見
分
け
る
「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き

言
葉
」
の
区
別
で
す
が
、
ざ
っ
く
り
し
た
言
い
方
を
す

る
と
、「
話
し
言
葉
」
は
「
現
代
の
言
葉
」
で
あ
り
、「
書

き
言
葉
」
は
「
昔
の
言
葉
」
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
口
語
】

宿
題
が
早
く
終
わ
っ
た
。
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
だ
。

【
文
語
】

宿
題
疾
く
終
わ
り
に
け
り
。
い
と
喜
ば
し
か
ら
ん
。

と
い
う
よ
う
に
、
ま
る
で
古
語
の
よ
う
な(

実
際
古
語

な
ん
で
す
け
ど
も)

文
章
が
「
文
語
」
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
古
語
は
戦
後
に
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま

し
た
が
、
昭
和
初
期
ま
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
む
し
ろ
、
明
治
時
代
ま
で
は
口
語
体

の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

私
た
ち
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
話
で
す
が
、
そ
の
頃
は
会

話
で
使
う
言
葉
と
文
字
に
お
こ
す
言
葉
と
は
明
確
に
分

か
れ
て
ゐ
た
の
で
す
。

「
け
り
」
や
「
な
り
」
、
ま
た
は
「
候(

そ
う
ろ
う)

」

な
ど
が
使
わ
れ
て
い
た
場
合
は
文
語
、
で
す
ま
す
調
な

ど
の
普
通
の
言
葉
だ
っ
た
場
合
は
口
語
だ
と
思
っ
て
く

だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
が
目
に
す
る
詩
は
だ
い
た
い
口
語

詩
で
す
ね
。

３
年
の
教
科
書
に
出
て
い
る
『
高
瀬
舟
』
の
筆
者
で

あ
る
森
鴎
外
さ
ん
が
書
い
た
『
舞
姫
』
な
ど
は
文
語
体

で
書
か
れ
て
い
る
の
で
読
ん
で
み
る
と
面
白
い
で
す
よ
。

覚
え
て
お
い
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
や

＋
α
を
解
説
し
ま
す
！

例
文
で
比
較
し
ま
し
ょ
う

☆
「
定
型
詩
」
「
自
由
詩
」
に
つ
い
て

定
型
詩
と
自
由
詩
の
話
を
す
る
前
に
、
「
七
五
調
」
の

話
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
七
五
調
」
と
は
、
そ

の
名
の
と
お
り
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
す
。

五
七
五
と
い
え
ば
「
俳
句
」
や
「
短
歌
」
で
す
よ
ね
。

【
七
五
調
】

宿
題
が

早
く
終
わ
っ
て

う
れ
し
い
な

【
七
五
調
じ
ゃ
な
い
】

宿
題
が
早
く
終
わ
っ
た
か
ら
う
れ
し
い

七
五
調
の
文
章
は
読
ん
だ
と
き
に
独
特
な
リ
ズ
ム
が

生
ま
れ
ま
す
。
読
み
な
が
ら
手
拍
子
を
打
て
る
よ
う
な

文
章
は
定
型
詩
で
す
ね
。

一
方
で
、
七
五
調
で
は
な
く
リ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
ず

に
書
か
れ
た
詩
を
自
由
詩
と
い
い
ま
す
。

【
定
型
詩
】

宿
題
が
早
く
終
わ
っ
て
う
れ
し
い
な

き
っ
と
こ
れ
な
ら
ほ
め
ら
れ
る

家
族
み
ん
な
で
い
い
気
分

【
自
由
詩
】

宿
題
が
早
く
終
わ
っ
た
か
ら
う
れ
し
い

き
っ
と
僕
は
ほ
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
妹
も
ペ
ッ
ト
の
犬
だ
っ
て

う
れ
し
く
っ
て
た
ま
ら
な
い
み
た
い

【
文
語
自
由
詩
】

宿
題
疾
く
終
わ
り
に
け
り

い
と
喜
ば
し
か
ら
ん

正
し
く
賞
賛
に
値
す
る
我
が
行
い
に

一
族
郎
党
満
面
の
気
色
を
浮
か
べ
な
ん

ま
た
、
余
談
で
す
が
「
散
文
詩
」
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
散
文
詩
は
自
由
詩
の
よ
う
に
一
文
ご
と
に
行
を

変
え
ず
、
句
読
点
を
用
い
る
詩
の
こ
と
で
す
。

【
散
文
詩
】

宿
題
が
早
く
終
わ
っ
た
か
ら
う
れ
し
い
。
き
っ
と
僕
は
ほ

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

書
き
手
が
詩
だ
と
言
っ
た
ら
詩
な
ん
で
す
。

比
べ
て
見
る
と
ち
が
い
が

わ
か
り
ま
す
ね
！



○
詩
の
ま
と
ま
り

詩
の
ま
と
ま
り
、
他
の
文
章
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
段

落
」
は
「
連
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
既
に
学
習
し
て
あ

り
ま
す
ね
。
し
か
し
、
『
春
に
』
で
は
連
の
区
切
り
が
な

く
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
に
見
え
る
形
と
な
っ
て
い
ま

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
詩
で
は
丸
き
り
ひ
と
つ
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
情
景
を
浮
か
べ
な
が
ら
じ

っ
く
り
読
み
込
ん
で
み
る
こ
と
で
解
決
で
き
ま
す
。
結

論
か
ら
言
っ
て
し
ま
う
と
、
解
答
に
あ
る
と
お
り
、
「
こ

の
気
も
ち
は
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
区
切
り
に
、

３
つ
の
ま
と
ま
り
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

第
一
の
ま
と
ま
り
で
は
、
春
を
迎
え
た
大
地
か
ら
自

分
自
身
へ
伝
わ
っ
て
く
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
様
子
を
。

第
二
の
ま
と
ま
り
で
は
、
相
反
し
複
雑
に
絡
み
合
う

自
分
自
身
の
感
情
を
。

第
三
の
ま
と
ま
り
で
は
、
感
情
に
動
か
さ
れ
る
ま
ま

に
活
動
し
た
い
具
体
的
な
行
動
を
。

じ
っ
く
り
読
み
込
む
こ
と
で
、
ま
と
ま
り
ご
と
に
異

な
る
情
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
言
葉
で
何
を
表
さ
れ
て
い
る
の
か
、

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
一

つ
一
つ
の
言
葉
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
読
み
込
ん
で
い

き
ま
し
ょ
う
。

【
詩
は
味
わ
う
も
の
】

『
春
に
』
の
作
者
で
あ
る
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
は
、
「
詩
は

理
解
す
る
も
の
と
言
う
よ
り
、
味
わ
う
も
の
」
と
語
っ

て
い
ま
す
。
言
葉
を
解
析
し
、
形
式
的
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
、
本
来
の
意
図
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
作
者
の
気
持
ち
に
共
感
し
、
作
者
は
ど
う
い

う
思
い
で
こ
の
詩
を
書
い
た
の
か
、
そ
の
心
の
状
態
に

気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
豊
か
な
発
想
を
、

ご
ち
そ
う
の
よ
う
に
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

詩
の
ま
と
ま
り
と
い
え
ば

「
連
」
で
す
が
・
・
・

「
あ
る
あ
る
！
」

「
わ
か
る
！
」
と

共
感
で
き
る
部
分
を

み
つ
け
て
み
て
ね

○
対
句

対
句
は
も
う
慣
れ
っ
こ
で
す
ね
。
同
じ
形
の
文
を
い

く
つ
も
使
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
や
相
違
点

を
分
か
り
や
す
く
表
現
し
ま
す
。

で
は
、
も
し
対
句
の
文
が
一
つ
だ
け
な
ら
ど
う
な
る

で
し
ょ
う
。

よ
ろ
こ
び
だ

し
か
し
か
な
し
み
で
も
あ
る

こ
れ
だ
け
で
も
何
か
哲
学
的
な
深
い
文
に
見
え
ま
す

が
・
・
・
「
？
」
と
い
う
感
じ
が
大
き
い
で
す
ね
。

よ
ろ
こ
び
だ

し
か
し
か
な
し
み
で
も
あ
る

い
ら
だ
ち
だ

し
か
も
や
す
ら
ぎ
が
あ
る

二
つ
並
べ
て
対
句
の
形
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
一
行
だ
け
の
と
き
よ
り
も
、
上
の
言

葉
と
下
の
言
葉
が
対
比
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
や
す
く

な
っ
て
き
ま
せ
ん
か
？
そ
し
て
三
つ
並
べ
て
み
ま
す
。

よ
ろ
こ
び
だ

し
か
し
か
な
し
み
で
も
あ
る

い
ら
だ
ち
だ

し
か
も
や
す
ら
ぎ
が
あ
る

あ
こ
が
れ
だ

そ
し
て
い
か
り
が
か
く
れ
て
い
る

三
つ
も
並
べ
ら
れ
る
と
、
「
あ
あ
、
反
対
の
気
持
ち
が

並
ん
で
い
る
ん
だ
な
」
と
は
っ
き
り
気
が
つ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
対
句
は
同
じ
形
で
並
べ
る

こ
と
で
相
違
点
を
は
っ
き
り
読
み
手
に
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

対
句
は
二
つ
以
上
の
も
の
を
比
べ
た
り
、
並
べ
る
こ

と
で
意
味
を
強
め
た
り
す
る
と
き
に
と
て
も
効
果
的
で

す
。
こ
と
わ
ざ
な
ど
で
も
「
月
に
叢
雲
、
花
に
風
」
や

「
帯
に
短
し
、
た
す
き
に
長
し
」
な
ど
た
く
さ
ん
対
句

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
歌
詞
な
ど
も
、

気
を
つ
け
て
見
る
と
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
ね
！

行
番
号
⑧
⑨
⑩
は

み
ん
な
「
○
○
だ
」
と
い
う

同
じ
形
で
始
ま
り
ま
す
ね

⑳
㉑
と
㉒
㉓
で
も

同
じ
効
果
が
見
ら
れ
ま
す

確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う



○
反
復

反
復
法
と
は
、
文
中
に
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
技
法

で
す
。
対
句
法
と
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、

対
句
法
は
形
が
似
て
い
る
だ
け
で
細
か
な
と
こ
ろ
は
違

う
言
葉
を
使
う
一
方
で
、
反
復
法
は
全
く
同
じ
言
葉
を

繰
り
返
す
技
法
、
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

【
対
句
法
】

ケ
ー
キ
が
食
べ
た
い
。
ド
ー
ナ
ツ
も
食
べ
た
い
。

【
反
復
法
】

ケ
ー
キ
が
食
べ
た
い
。
ケ
ー
キ
が
食
べ
た
い
。

こ
の
例
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
対
句
法
に
比
べ

て
反
復
法
は
そ
の
言
葉
を
強
調
す
る
と
い
う
面
が
非
常

に
大
き
い
で
す
。
気
持
ち
だ
っ
た
り
情
景
だ
っ
た
り
を

読
み
手
に
強
烈
に
印
象
づ
け
ま
す
。

こ
こ
で
、
反
復
法
が
最
大
限
に
生
か
さ
れ
て
い
る
、

山
村
暮
鳥
さ
ん
と
い
う
方
の
詩
を
ひ
と
つ
紹
介
し
ま
す
。

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

わ
っ
、
と
広
が
る
菜
の
花
畑
の
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ

よ
う
で
す
ね
。
こ
の
詩
に
は
ま
だ
続
き
が
あ
る
の
で
、

気
に
な
る
人
は
「
山
村
暮
鳥

風
景
」
で
調
べ
て
み
て

く
だ
さ
い
。

『
春
に
』
で
は
「
こ
の
気
も
ち
は
な
ん
だ
ろ
う
」
と

い
う
言
葉
が
反
復
さ
れ
て
い
ま
す
。
反
復
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の

詩
を
読
み
味
わ
う
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
「
こ
の
気
も

ち
は
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る

作
者
の
気
持
ち
・
意
図
を
考
え
る
こ
と
で
す
ね
。

反
復
法
を
使
う
と

強
く
印
象
に
残
る
た
め

芸
人
さ
ん
も
よ
く
使
い
ま
す
ね

○
比
喩(

ひ
ゆ)

比
喩
と
は
、
そ
の
も
の
の
様
子
や
状
態
を
、
た
と
え

言
葉
で
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
技
法
で
す
。
比
喩
を
使

う
こ
と
で
、
様
子
を
よ
り
詳
し
く
読
み
手
に
伝
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
例
文
】

母
の
作
る
ク
ッ
キ
ー
が
固
い
。

こ
の
例
文
を
使
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
文

だ
け
で
は
ク
ッ
キ
ー
が
固
い
と
い
っ
て
も
、
ど
の
く
ら

い
固
い
の
か
は
読
み
手
に
伝
わ
り
に
く
い
で
す
。
そ
こ

で
、
比
喩
の
要
素
を
足
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
比
喩
①
】

母
の
作
る
ク
ッ
キ
ー
が
石
の
よ
う
に
固
い
。

「
石
の
よ
う
に
」
と
い
う
た
と
え
言
葉
を
加
え
ま
し

た
。
こ
れ
な
ら
ば
、
誰
が
読
ん
だ
と
し
て
も
ク
ッ
キ
ー

の
固
さ
が
し
っ
か
り
伝
わ
り
ま
す
。
で
は
、
次
の
文
で

は
ど
う
で
し
ょ
う
。

【
比
喩
②
】

母
の
作
る
ク
ッ
キ
ー
は
ま
る
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
だ
。

「
固
い
」
と
い
う
言
葉
を
な
く
し
て
み
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
例
え
て
あ
る
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
が
固
い
も
の

だ
と
皆
が
知
っ
て
い
る
の
で
、
「
ク
ッ
キ
ー
＝
固
い
」
が

伝
わ
り
ま
す
。
石
な
ら
頑
張
っ
て
噛
め
そ
う
で
す
が
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

右
の
比
喩
①
や
比
喩
②
な
ど
、「
ま
る
で
」「
よ
う
に
」

を
使
う
比
喩
を
直
喩
と
い
い
ま
す
。
一
方
で
、
そ
れ
ら

の
言
葉
を
使
わ
ず
、
言
い
切
っ
て
し
ま
う
比
喩
を
隠
喩

と
い
い
ま
す
。

【
隠
喩
】

母
の
作
る
ク
ッ
キ
ー
は
鋼
鉄
製
だ
。

隠
喩
は
直
喩
よ
り
も
強
い
印
象
を
読
み
手
に
与
え
ま

す
が
、
前
後
の
文
脈
を
意
識
し
な
い
と
「
え
？
本
当
に

鉄
で
で
き
て
る
の
？
」
な
ど
と
読
み
手
を
混
乱
さ
せ
て

し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で
使
う
際
は
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

隠
喩
は
諸
刃
の
剣
で
す



○
擬
人
法

擬
人
法
は
比
喩
の
仲
間
で
す
。
た
と
え
言
葉
を
用
い

る
の
は
同
じ
で
す
が
、
擬
人
法
は
人
間
以
外
の
も
の
を

人
間
に
た
と
え
る
技
法
で
す
。
人
間
に
た
と
え
る
か
ら

と
い
っ
て
、
「
猫
は
人
間
だ
」
な
ん
て
使
い
方
は
し
ま
せ

ん
。
主
に
動
作
や
様
子
を
表
す
こ
と
で
人
間
の
よ
う
に

表
現
し
ま
す
。

【
例
】

猫
が
お
ど
る
。

草
が
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
。

学
校
は
寂
し
く
立
っ
て
い
る
。

右
例
の
よ
う
に
、
人
間
の
動
作
や
様
子
を
ほ
か
の
生

き
物
や
物
体
に
当
て
は
め
て
使
い
ま
す
。
実
際
に
は
草

は
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
お
し
ゃ
べ
り
し

て
い
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
人
間
が
何
人
も
集
ま

っ
て
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
、
ざ
わ
ざ

わ
音
を
た
て
た
り
、
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
た
り
し
て
い
る
様

子
を
読
み
手
に
想
像
さ
せ
ま
す
。

ひ
と
つ
要
注
意
な
の
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ア
ニ
メ

や
漫
画
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、

擬
人
法
が
身
近
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
心
が
離
れ
る
」
や
「
刀
の
声
」
な
ど
、
創
作
物
で

は
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
な
言
葉
も
、
擬
人
法
と
い
う
比

喩
に
あ
た
り
ま
す
。
「
お
ひ
さ
ま
が
わ
ら
っ
て
る
」
な
ど

も
擬
人
法
で
す
。

『
春
に
』
で
は
⑦
の
「
新
芽
が
心
を
つ
つ
く
」
や
⑪

の
「
心
の
ダ
ム
」
は
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、

⑫
⑬
の
擬
人
法
に
気
が
つ
け
た
人
は
少
な
い
こ
と
で
し

ょ
う
。
⑫
と
⑬
の
主
語
は
「
気
も
ち
」
に
な
り
ま
す
が
、

気
も
ち
は
渦
を
ま
い
た
り
、
あ
ふ
れ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

「
気
も
ち
が
あ
ふ
れ
る
」
の
言
い
た
い
こ
と
は
分
か
っ

て
も
、
実
際
に
気
も
ち
が
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

現
実
の
生
活
に
擬
人
法
が
あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

せ
い
で
、
注
意
し
て
見
な
い
と
擬
人
法
は
見
逃
さ
れ
が

ち
で
す
。
実
際
に
問
題
を
解
く
と
き
、
選
択
肢
に
「
擬

人
法
」
が
あ
っ
た
場
合
は
要
注
意
で
す
よ
！

テ
ス
ト
が
み
ん
な
を
待
っ
て
い
る
！

お
わ
り
に

ス
ペ
ー
ス
が
余
っ
た
の
で
コ
ラ
ム
を
書
き
ま
す
。

詩
の
勉
強
な
ん
て
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
す
る
ん
だ

よ
！
俺
は
詩
の
作
家
に
な
ん
て
な
ら
な
い
よ
！
な
ん
て

声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
じ
ゃ
あ
数
学
家
に
な
る
た
め

に
数
学
や
っ
と
る
ん
か
い
、
っ
て
話
で
す
ね
。
し
か
し

分
か
ら
な
く
も
な
い
訴
え
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

私
も
勉
強
し
な
が
ら
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

詩
の
勉
強
も
含
め
て
の
話
で
す
が
、
国
語
で
「
読
む

こ
と
」
を
学
習
す
る
目
標
は
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き

り
と
も
て
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
力
は
現

代
社
会
に
お
い
て
こ
の
数
年
で
さ
ら
に
大
切
に
な
っ
て

き
て
い
る
力
だ
と
思
い
ま
す
。

と
か
く
、
近
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
、

様
々
な
人
の
意
見
が
す
ぐ
に
耳
に
入
っ
て
く
る
時
代
に

な
り
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
「
首
相
の

や
り
か
た
は
全
然
だ
め
だ
！
」
と
か
「
○
○
党
の
□
□

さ
ん
は
素
晴
ら
し
い
！
」
と
か
、
激
し
い
語
り
口
で
発

信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ
ら
中
に
散
ら
ば
っ
て
い

ま
す
。
映
画
や
本
の
感
想
で
も
、
同
じ
作
品
を
味
わ
っ

て
「
最
高
！
」
と
書
く
人
も
い
れ
ば
「
最
悪
！
」
と
書

く
人
も
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
「
こ

の
人
は
こ
う
い
う
意
見
な
の
か
。
ぼ
く
は
ど
う
思
う
だ

ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
自
分
で
考
え
る
力
を
身
に
つ
け

て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
を

正
し
く
読
み
取
る
こ
と
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い

る
相
手
は
ど
う
い
う
思
い
で
語
っ
て
い
る
か
理
解
す
る

こ
と
、
そ
の
意
図
、
理
由
、
背
景
な
ど
を
「
読
む
こ
と
」

が
大
切
な
の
で
す
。

友
だ
ち
と
映
画
を
見
た
帰
り
に
、
あ
あ
だ
こ
う
だ
感

想
を
言
い
合
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
前
日
の
テ
レ
ビ
番

組
に
つ
い
て
、
次
の
日
に
話
を
し
た
り
し
ま
す
よ
ね
。

そ
の
と
き
に
「
な
ん
か
知
ら
ん
が
面
白
か
っ
た
」
で
は

な
く
、
「
○
○
の
△
△
が
か
っ
こ
よ
か
っ
た
！
」
や
「
□

□
の
気
持
ち
が
自
分
も
よ
く
分
か
る
！
」
と
言
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
け
る
と
、
国
語
の
学
習
を
進
め
た
甲
斐

が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

日
本
語
は
言
語
の
中
で
も
複
雑
な
ほ
う
で
す
が
、
複

雑
だ
か
ら
こ
そ
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
伝
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
詩
を
学
ぶ
」
の
で
は
な
く
、「
詩

を
元
に
学
ぶ
」
と
考
え
ら
れ
る
と
、
国
語
の
学
習
は
ど

ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
国
語
に
の
め
り

込
ん
で
し
ま
い
ま
し
ょ
う
ね
。


