
「
初
恋
」
は
い
つ
の
時
代
も

三
年
Ｄ
組
の
国
語
を
途
中
か
ら
参
観
し
ま
し
た
。
扱
っ
て
い
た
教
材
は
、
島
崎

藤
村
の
「
初
恋
」
。
国
語
の
授
業
と
し
て
興
味
を
も
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
現
代

の
中
学
生
が
こ
の
詩
に
ど
ん
な
反
応
を
示
す
か
が
知
り
た
か
っ
た
の
で
、
終
わ
り

の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
ま
で
滞
在
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

島
崎
藤
村
は
現
中
津
川
市
馬
籠
（
ま
ご
め
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
馬
籠
に
彼
の

の
記
念
館
（
藤
村
記
念
館
）
が
あ
り
、
彼
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼

の
初
め
て
の
詩
集
『
若
菜
集
』
に
、
こ
の
「
初
恋
」
と
い
う
詩
が
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
彼
の
名
は
日
本
中
に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。

「
初
恋
」
と
言
え
ば
、
現
代
も
何
人
か
の
歌
い
手
が
同
様
の
タ
イ
ト
ル
で
曲
を

出
し
て
い
ま
す
。
中
学
生
に
は
わ
か
ら
な
い
名
前
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
村
下
孝

蔵
、
宇
多
田
ヒ
カ
ル
、
そ
し
て
、aiko

が
「
初
恋
」
と
い
う
曲
を
歌
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
歌
詞
を
見
て
み
る
と
、
藤
村
の
詩
と
は
違
う
点
が
一
点
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
三
人
の
歌
詞
の
恋
は
、
片
思
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
男
性
の
視
点
か
ら
で

あ
っ
て
も
女
性
の
視
点
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
成
就
し
な
い
恋
を
「
初
恋
」
と

し
て
表
現
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
恋
心
が
相
手
に
届
か
な
い
前
の
せ

つ
な
い
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

藤
村
の
「
初
恋
」
は
違
い
ま
す
。
「
出
会
い
」
か
ら
「
成
就
」
ま
で
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
四
つ
の
連
の
中
に
七
五
調
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
せ
つ
な
さ
」
と
い

う
よ
り
、
「
ほ
ほ
え
ま
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
詩
と

な
っ
て
い
る
点
が
、
今
の
時
代
の
歌
詞
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

授
業
で
は
、
Ｔ
教
諭
が
詩
の
内
容
を
丁
寧
に
指
導
し
て
い
ま
し
た
。
文
語
調
の

詩
で
あ
る
分
、
理
解
が
難
し
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
い

て
、
Ｔ
教
諭
の
「
（
こ
の
詩
の
す
ば
ら
し
さ
を
）
伝
え
た
い
」
と
い
う
思
い
が
ひ

し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
詩
の
中
の
「
林
檎
（
り
ん
ご
）
」
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
初
恋
の
甘
酸
っ
ぱ
さ
が
、
彼
ら
に
ど
れ
だ
け
理
解
で
き
た
か

は
正
直
言
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
こ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
中
学
時
代
は
思
春
期
真
っ
只
中
。
し
か
し
、
こ

の
思
春
期
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
恋
に
つ
い
て
は
す
で
に
経
験
し
た
生
徒
も
い
れ

ば
、
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
生
徒
も
い
る
は
ず
で
す
。
前
者
に
と
っ
て
こ
の
詩
は
、

違
う
時
代
に
生
き
て
い
て
も
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
後
者
に

と
っ
て
は
、
共
感
ま
で
は
至
ら
な
い
に
し
て
も
、
恋
に
つ
い
て
の
興
味
関
心
は
刺

激
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
表
に
出
さ
な
い
の
が
思
春
期
の
特
徴
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
切
な
の
は
異
性
に
好
意
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ

の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
詩
を
初
め
と
し
て
、
小
説
、
歌
謡
、
映
画
、

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
に
と
っ
て
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
永
遠
の
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
過
去
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
か
を
、
恥
ず
か
し
が
ら
な
い
よ
う
に
学
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

好
き
な
人
が
で
き
た
と
き
に
は
、
ス
マ
ホ
や
Ｐ

Ｃ
を
使
っ
て
い
つ
で
も
声
を
聞
い
た
り
顔
を
見
た

り
、
は
た
ま
た
、
気
も
ち
を
確
か
め
た
り
で
き
る

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
昔
の
人
々
も
思
い
は
同
じ

で
す
。
し
か
し
、
手
段
は
違
い
ま
す
。
表
現
の
仕

方
も
異
な
り
ま
す
。
今
の
時
代
が
最
も
優
れ
て
い

る
と
思
わ
ず
、
謙
虚
に
そ
れ
ら
を
知
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
が
文
学
の
お
も
し
ろ
さ

に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
ね
。
（
一
月
十
二
日

記
）


