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詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

東
京
都
千
代
田
区
立
麹
町
中
学
校
非
常
勤
講
師
　
西さ

い

塔と
う

麻ま

美み

子こ

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　
細ほ

そ

川か
わ

李り

花か

12
卒
業
文
集
の
巻
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
選
ぼ
う 

─
─ 

作
品
の
魅
力
を
伝
え
る

こ
こ
ろ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー 

─
─ 「
こ
ん
な
と
き
に
読
み
た
い
詩
集
」
を
作
る

使
用
教
材
：「
春
に
」「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」（
三
年
）、

　
　
　
　   「
雑
草
」「
第
一
ペ
ー
ジ
」─（『
光
村
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー─

中
学
校
編─

第
五
巻
』）

使
用
教
材
：「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」（
三
年
）

実
践

実
践

■
目
標 

　
「
目
的
に
応
じ
た
詩
を
選
び
、
そ
の
魅
力
を
伝

え
る
」
こ
と
を
通
し
、
次
の
二
つ
の
力
を
養
う
こ

と
を
ね
ら
っ
た
。

○
詩
の
世
界
を
豊
か
に
想
像
し
、
味
わ
う
。

○
自
分
の
考
え
を
言
語
化
し
て
明
確
に
す
る
。

■
展
開

第
一
時

　

 

・ 

四
編
の
詩
を
読
み
、
作
品
中
の
抽
象
的
な
表
現

や
感
情
を
表
す
言
葉
に
着
目
し
て
、
詩
の
世
界

を
想
像
す
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
か
ら

受
け
た
印
象
な
ど
も
併
せ
て
ま
と
め
て
お
く
。

 

・ 

卒
業
文
集
の
編
集
委
員
に
な
っ
た
と
仮
定
し
、

ど
の
よ
う
な
文
集
に
し
た
い
か
を
考
え
る
。

例��

「
中
学
校
生
活
の
思
い
出
と
な
る
よ
う
な
文
集
」

「
未
来
へ
の
希
望
が
感
じ
ら
れ
る
文
集
」「
卒
業

前
の
今
の
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
文
集
」
な
ど

■
目
標 

○ 

複
数
の
詩
を
読
み
、
そ
こ
に
表
れ
た
作
者
の
も

の
の
見
方
・
考
え
方
を
比
べ
る
。

○ 

意
図
を
も
っ
て
、
詩
集
を
編
集
す
る
。

○ 

目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表
現
を
用
い
て
、
前
書

き
や
後
書
き
を
書
く
。

■
展
開

第
一
次

 

（
二
時
間
）

詩
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」
を
「
ど
ん
な
と
き
」

に
読
み
た
い
か
、
理
由
と
と
も
に
発
表
し
合
う
。

第
二
次

 

（
三
時
間
）　

「
こ
ん
な
と
き
に
読
み
た
い
詩
集
」
を
編
集
し
、

前
書
き
と
後
書
き
を
付
け
る
。

第
三
次

 

（
二
時
間
）　

作
っ
た
詩
集
を
読
み
合
う
。

　

第
一
次
で
発
表
し
合
う
「
ど
ん
な
と
き
」
は
、

第
二
時

　

 

・ 

前
時
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
四
編
の
中
か
ら

卒
業
文
集
の
巻
頭
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

詩
を
選
ぶ
。
そ
の
理
由
や
作
品
の
魅
力
を
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
等
に
ま
と
め
る
。

 

・ 

グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
を
行
い
、
そ
の
後
、
ク

ラ
ス
全
体
で
意
見
を
共
有
す
る
。

 
・ 
最
終
的
に
自
分
は
ど
の
詩
を
掲
載
し
た
い
と
考

え
た
の
か
を
ま
と
め
、
学
習
を
振
り
返
る
。

　

生
徒
が
作
品
を
主
体
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
次
の
三
点
を
工
夫
し
た
。

①
複
数
の
詩
を
比
べ
読
み
さ
せ
る
。

② 

「
自
分
が
文
集
編
集
委
員
に
な
っ
た
と
し
た
ら
」

と
い
う
状
況
を
設
定
し
て
学
習
活
動
を
行
う
。

③ 

意
見
交
流
後
に
個
人
で
再
考
さ
せ
る
こ
と
で
、

自
分
の
考
え
を
再
構
築
で
き
る
よ
う
促
す
。

　

①
・
②
は
、
生
徒
が
詩
を
読
み
深
め
る
う
え
で

「
春
の
日
の
夜
明
け
を
見
る
と
き
」「
眠
る
前
の
静

か
な
ひ
と
と
き
」
と
い
う
特
定
の
時
間
を
指
す
も

の
や
、「
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
と
き
」
の
よ

う
に
人
生
に
お
け
る
段
階
を
示
す
も
の
な
ど
、
自

由
な
レ
ベ
ル
の
「
と
き
」
で
よ
い
こ
と
を
全
体
で

確
認
し
た
。
理
由
を
必
ず
発
表
す
る
こ
と
で
、
詩

の
主
題
を
ど
う
捉
え
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
多

様
な
読
み
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
二
次
で
は
ま
ず
、
教
師
が
作
っ
た
詩
集
を
モ

デ
ル
と
し
て
提
示
し
、
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た

せ
る
。
次
に
、
第
一
次
の
発
表
を
も
と
に
、
こ
れ

ま
で
に
自
分
が
詩
を
必
要
と
し
た
と
き
を
想
起
し
、

詩
集
の
軸
と
な
る
「
と
き
」
を
考
え
さ
せ
た
。「
テ

ス
ト
の
結
果
が
悪
か
っ
た
と
き
」「
引
退
試
合
で

負
け
た
と
き
」「
元
日
の
朝
」「
恋
に
敗
れ
た
と
き
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

詩
集
に
採
録
す
る
詩
は
、
個
々
に
収
集
さ
せ
る
。

教
師
は
司
書
教
諭
と
協
力
し
、
学
校
図
書
館
と
地

域
図
書
館
か
ら
借
り
た
詩
集
を
用
意
し
た
。
生
徒

は
こ
れ
ら
や
、
自
宅
に
あ
る
も
の
を
も
と
に
そ
れ

有
効
な
手
立
て
で
あ
り
、
③
は
、
生
徒
が
十
分
に

思
考
で
き
る
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
、
深
い
学

び
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。

　

主
教
材
「
わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
」
は
、
ク
ラ

ス
全
体
で
読
み
を
深
め
た
。「
春
に
」
は
既
習
教

材
な
の
で
、
内
容
を
簡
単
に
復
習
す
る
こ
と
に
と

ど
め
た
。「
雑
草
」（
北
川
冬
彦
）・「
第
一
ペ
ー
ジ
」（
丸

山 

薫
）
は
生
徒
に
読
み
を
任
せ
、
鑑
賞
し
た
内
容

を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
を
、
読
み
比
べ
や
意
見

交
流
で
の
発
言
に
生
か
す
生
徒
も
多
か
っ
た
。「
巻

頭
で
は
な
く
、
巻
末
に
載
せ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
出
る
な
ど
、
思
考
の

深
ま
り
が
見
ら
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。
意
見
交
流

後
に
は
、
ど
の
よ
う
な
卒
業
文
集
に
し
た
い
か
に

よ
っ
て
選
ぶ
作
品
が
異
な
る
こ
と
に
、
ク
ラ
ス
の

大
半
の
生
徒
が
気
づ
い
て
い
た
。

　

詩
は
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
が
、
そ
の

自
由
度
の
高
さ
ゆ
え
に
、
生
徒
に
鑑
賞
を
委
ね
た

授
業
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
目
的
に

応
じ
て
、
複
数
の
詩
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
と
い

う
今
回
の
課
題
は
、
生
徒
の
目
に
新
鮮
に
映
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
活
動
を
通
し
、
生
徒
は
詩
を

評
価
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
、
結
果
的
に
作
品
を

読
み
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

ぞ
れ
三
〜
六
編
の
詩
を
選
択
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

を
清
書
し
、
表
紙
と
題
を
付
け
、
三
百
字
程
度
の

前
書
き
と
後
書
き
を
書
く
。
写
真
や
絵
を
添
え
る

な
ど
、
各
自
思
い
思
い
の
詩
集
を
完
成
さ
せ
た
。

　

第
三
次
で
は
、
互
い
の
詩
集
を
読
み
合
う
。
詩

集
の
最
終
ペ
ー
ジ
は
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
ス

ペ
ー
ス
と
し
、
感
想
や
評
価
を
書
い
た
。

　

詩
の
学
習
と
い
う
と
表
現
技
法
と
そ
の
効
果
、

主
題
等
の
分
析
的
な
読
解
に
重
点
を
置
き
が
ち
だ

が
、
生
徒
は
三
年
間
の
学
び
を
通
し
て
、
こ
う
し

た
読
み
の
力
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
、
詩
に
表
れ

る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
、
自
分
な
り
に
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
卒
業
期

の
単
元
と
し
て
、
表
現
技
法
や
主
題
に
は
あ
え
て

触
れ
ず
、
解
釈
を
個
々
に
委
ね
、
も
っ
と
自
由
に

詩
を
読
み
味
わ
う
授
業
を
設
定
し
た
い
と
考
え
た
。

　

学
校
生
活
や
進
路
選
択
で
悩
み
や
す
い
こ
の
時

期
に
、
好
き
な
歌
詞
や
偉
人
の
名
言
な
ど
か
ら
勇

気
を
も
ら
っ
た
り
、
慰
め
ら
れ
た
り
す
る
生
徒
の

姿
を
多
く
目
に
す
る
。
吟
味
さ
れ
た
言
葉
の
結
晶

で
あ
る
詩
も
、
同
様
の
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。
詩
は
、

生
活
の
中
で
も
、
生
徒
を
励
ま
し
、
支
え
る
存
在

と
な
る
。
生
徒
が
今
後
の
人
生
に
お
い
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
豊
か
な
詩
と
出
会
い
、
詩
か
ら
の

贈
り
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

指
導
計
画
（
全
二
時
間
）

1
指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

1

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

2

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

2

考
察

3
考
察

3


