
―
―
昔
か
ら
詩
は
お
好
き
で
し
た
か
。
　
　

　

昔
か
ら
好
き
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

教
師
に
な
っ
て
か
ら
た
く
さ
ん
読
み
始
め
ま
し
た
。

も
と
か
ら
詩
が
好
き
な
人
は
、
無
意
識
に
詩
の
意

味
を
解
釈
し
て
、
な
ん
と
な
く
読
め
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
意
味
を
解
釈
す
る
た
め

の
読
み
の
着
眼
点
を
具
体
的
に
言
語
化
し
て
い
く

の
が
教
師
の
役
割
で
す
。
最
初
か
ら
詩
が
好
き
で

に
関
す
る
本
を
読
ん
だ
り
す
る
機
会
が
多
く
あ
る

と
い
い
で
す
ね
。

―
―
詩
の
授
業
で
何
を
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

意
味
を
解
釈
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

書
か
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
、
書
か
れ
て
い
な
い
意

味
や
意
図
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
意
味
を
解
釈
す

る
力
は
、
生
き
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

同
じ
も
の
を
見
て
も
、
同
じ
経
験
を
し
て
も
、
そ

こ
か
ら
得
る
情
報
が
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
力
を

つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
経
験
の
一
つ
が
、
詩
を
読

む
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
五
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
蛇
」

（
ジ
ュ
ー
ル
＝
ル
ナ
ー
ル
／
岸
田
国
士
訳
）
を
読

ん
で
も
、
文
字
で
書
か
れ
た
「
長
す
ぎ
る
」
と
い

う
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
だ
け
を
捉
え
る
人
と
、

そ
の
場
面
の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
い
ま
す
。

昼
、
茂
み
か
ら
蛇
が
出
て
き
た
。
ど
ん
ど
ん
出
て

く
る
、
長
す
ぎ
る
！
と
驚
い
て
い
る
状
況
や
心
情

を
想
像
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
解
釈
は
、「
い
つ
」「
ど
こ
で
」「
だ
れ
が
」

と
い
っ
た
作
品
の
設
定
に
関
す
る
読
み
の
着
眼
点

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
き
ま
す
。
自
分
な
り
に
意

味
を
解
釈
で
き
る
た
め
の
読
み
の
着
眼
点
を
も
た

せ
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
子
ど
も
た
ち
が
自
分
な
り
に
意
味
を
解
釈
し

た
く
さ
ん
読
ん
で
い
な
く
て
も
、
詩
の
よ
い
授
業

は
で
き
ま
す
。

―
―
詩
は
苦
手
だ
と
思
う
先
生
こ
そ
、
詩
の
授
業

が
得
意
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

そ
う
で
す
ね
。
よ
い
授
業
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ

こ
と
が
大
事
で
す
。
音
読
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な

い
。
詩
の
よ
い
授
業
を
参
観
し
た
り
、
詩
の
指
導

詩
の
授
業
を

  

もっ
と
楽
し
く
、

    

もっ
と
豊
か
に
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詩
の
授
業
を

楽
し
む
！

特
集

　
子
ど
も
と
詩
の
授
業
を
楽
し
む
に
は
？
　
詩
の
授
業
で
育
て
た
い
力
と
は
？
　

今
号
は
、筑
波
大
学
附
属
小
学
校
の
桂
聖
先
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
と
お
し
て
、

詩
の
授
業
の
魅
力
に
迫
り
ま
す
。

　
国
語
の
妖
精
コ
ッ
シ
ー
に
よ
る
解
説
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。



て
い
く
た
め
の
力
を
授
業
で
養
う
の
で
す
ね
。

　

意
味
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
作
品
の
設
定
、

視
点
、
表
現
技
法
、
中
心
人
物
の
変
化
、
主
題
と

い
っ
た
、
文
学
特
有
の
読
み
の
着
眼
点
を
知
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
着
眼
点
を
子
ど
も

た
ち
自
身
が
見
つ
け
て
、
自
分
ご
と
と
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
授
業
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。

―
―
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

例
え
ば
、
教
師
が
、「
こ
の
詩
は
何
音
で
で
き

て
い
ま
す
か
」
と
き
け
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
五

音
、
七
音
」
な
ど
と
答
え
る
と
思
い
ま
す
。
で
も

そ
れ
は
教
師
に
き
か
れ
た
か
ら
答
え
て
い
る
だ

け
で
す
。
自
分
か
ら
見
つ
け
た
わ
け
で
も
な
い
し
、

必
要
感
を
も
っ
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
詩
へ
の
出
会
わ
せ
方
を
工
夫
す

る
こ
と
や
、
作
り
手
の
立
場
に
立
た
せ
る
こ
と
を

通
し
て
、
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
に
自
然
と
目
を

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

―
―
詩
へ
の
出
会
わ
せ
方
の
工
夫
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

教
科
書
で
扱
っ
て
い
る
詩
は
、
短
い
言
葉
で
書

か
れ
て
い
る
の
で
、
ぱ
っ
と
見
せ
る
と
、
子
ど
も

た
ち
は
読
ん
だ
つ
も
り
、
わ
か
っ
た
つ
も
り
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
行
ず
つ
見
せ

る
の
も
効
果
的
な
出
会
わ
せ
方
の
一
つ
で
す
。
言

ず
は
、
感
覚
を
働
か
せ
な
が
ら
詩
と
出
会
い
、
そ

れ
を
ベ
ー
ス
に
「
も
し
も
順
序
が
入
れ
替
わ
っ

て
い
た
ら
？
」「
も
し
も
他
の
言
葉
だ
っ
た
ら
？
」

と
い
っ
た
仮
定
的
な
思
考
を
通
し
て
、
元
の
詩
と

比
較
し
、
意
味
を
深
く
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

詩
の
書
か
れ
方
に
対
す
る
問
い
を
も
た
せ
る
に

は
、
作
り
手
に
な
っ
て
読
み
直
す
こ
と
が
た
い
へ

ん
有
効
で
す
。
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
に
目
を
向

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
。
例
え
ば
、
詩
の
一
部
分

の
翻
作
を
仕
組
む
こ
と
も
効
果
的
で
す
。

―
―
中
心
と
な
る
問
い
や
活
動
は
、
ど
う
や
っ
て

決
め
て
い
ま
す
か
。

　

他
の
文
学
作
品
に
も
共
通
し
ま
す
が
、
詩
の
授

業
も
、
教
材
の
特
性
に
合
わ
せ
て
問
い
や
活
動
を

計
画
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

　

例
え
ば
、先
ほ
ど
例
に
挙
げ
た
「
雨
の
う
た
」
は
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
着
目
し
た
翻
作
が
で
き
ま
す
。
翻

作
を
と
お
し
て
、
語
り
手
の
視
点
は
ど
こ
か
、
心

情
は
ど
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
か
な
ど
、
詩
を
読
み

返
し
て
い
き
ま
す
。「『
音
』
じ
ゃ
な
く
て
『
う
た
』

と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
楽
し
い
気
持
ち
」
と
い
う

子
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「『
や
ね
で
ば
ん
ば

ん
』
で
も
い
い
？
」
と
問
い
か
け
れ
ば
、「
歌
だ

か
ら
、
も
っ
と
優
し
い
音
だ
と
思
う
」
と
考
え
る

子
も
い
る
で
し
ょ
う
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
も
心
情
が

表
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

語
感
覚
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
他
に

も
、
詩
の
一
部
を
隠
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

二

年
上
巻
の
「
雨
の
う
た
」（
鶴
見
正
夫
）
な
ら
ば
、

「
雨
」「
あ
め
」
と
い
う
言
葉
を
隠
し
て
提
示
す
る

こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
然
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
に

着
目
す
る
で
し
ょ
う
。
教
材
や
ね
ら
い
に
合
わ
せ

て
、
出
会
わ
せ
方
を
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
教
科
書
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
複
数
の
詩

を
同
じ
紙
面
に
載
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
一

ペ
ー
ジ
に
一
作
品
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
出
会

わ
せ
て
あ
げ
る
と
い
い
で
す
ね
。
感
覚
を
働
か
せ

な
が
ら
、
じ
っ
く
り
と
味
わ
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
経
験
を
引
き
付
け
て
読
む
こ
と
も
大

事
で
す
。
先
日
、
三
年
生
の
授
業
で
扱
っ
た
詩
に

「
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し

た
。「
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
状

況
を
想
像
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
音
楽
の

先
生
に
指
揮
棒
を
振
っ
て
も
ら
っ
た
経
験
と
つ
な

げ
る
言
葉
が
け
を
し
ま
し
た
。
経
験
が
な
い
場
合

は
、
写
真
や
動
画
で
補
助
し
て
も
い
い
で
す
し
、

国
語
辞
典
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
て
自
分

で
意
味
を
調
べ
る
力
を
つ
け
て
お
く
こ
と
も
大
切

で
す
。

―
―
そ
の
後
、
作
り
手
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、

読
み
の
着
眼
点
を
見
つ
け
て
い
く
ん
で
す
ね
。

　

段
階
を
踏
ん
で
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
ま

　

三
年
上
巻
「
ど
き
ん
」（
谷
川
俊
太
郎
）
は
、

人
物
の
設
定
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
着
眼
点
に
、

誰
が
何
を
し
た
話
か
を
考
え
る
と
イ
メ
ー
ジ
が
膨

ら
み
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「
赤
ち
ゃ
ん
」

「
巨
人
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
出
て
く
る

で
し
ょ
う
。そ
こ
に
、教
師
が「
子
犬
で
は
だ
め
？
」

「
動
く
こ
と
の
で
き
る
コ
ッ
プ
だ
と
ど
う
？
」
と

仮
定
的
に
問
い
か
け
る
と
、
想
像
が
広
が
り
ま
す
。

さ
ん
の
「
の
は
ら
う
た
」
の
登
場
人
物
に
な
り

き
っ
て
、
彼
女
自
身
の
悩
み
を
た
く
さ
ん
詩
に
書

い
て
い
ま
し
た
。
も
や
も
や
し
た
思
い
を
昇
華
し

て
、
現
実
の
世
界
で
の
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
て

い
る
よ
う
で
し
た
。
詩
の
創
作
に
は
そ
う
い
う
効

果
も
あ
る
の
か
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
表
現
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
表
現
者
の
立
場
に
立
つ
と
き

に
本
気
を
出
し
ま
す
。
言
葉
の
感
覚
を
働
か
せ
て

詩
と
出
会
い
、
そ
こ
に
あ
る
論
理
を
発
見
し
、
自

分
な
り
に
想
像
し
て
創
造
す
る
。
そ
う
し
た
経
験

を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
て
い
る
も

の
か
ら
見
え
て
い
な
い
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
解

釈
を
し
た
り
考
え
た
り
す
る
力
が
育
つ
。
詩
の
授

業
で
の
経
験
が
、
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
力
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

三
年
上
巻
の
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」（
金

子
み
す
ゞ
）
は
、
主
題
に
せ
ま
り
た
く
な
る
詩

で
す
。「
み
す
ゞ
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
伝
え
た
い
こ

と
は
何
？
」
と
問
い
か
け
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
、

最
後
の
連
に
注
目
す
る
で
し
ょ
う
。

　

各
学
年
の
三
学
期
に
は
、
複
数
の
詩
が
掲
載
さ

れ
た
単
元
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た

場
合
は
、
一
人
一
人
が
選
詩
を
し
て
、
そ
の
理
由

を
伝
え
合
う
活
動
を
設
定
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

―
―
日
々
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
は
あ
り
ま
す
か
。

　

特
に
、
低
学
年
で
は
、
音
読
や
暗
唱
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。
詩
集
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
自
分

で
好
き
な
詩
を
選
ん
で
暗
唱
し
、
週
に
一
回
、
朝

の
活
動
で
発
表
し
て
い
ま
す
。
み
ん
な
が
同
じ
詩

を
覚
え
る
の
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分

で
選
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

　

一
～
三
年
生
の
感
覚
優
位
の
時
期
に
、
詩
を
た

く
さ
ん
楽
し
み
、
言
葉
へ
の
感
覚
を
養
う
こ
と
が
、

四
年
生
か
ら
の
言
語
生
活
の
土
台
に
な
り
ま
す
。

適
切
な
時
期
を
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

―
―
桂
先
生
の
授
業
は
、
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
ど

ん
詩
を
作
っ
て
い
く
姿
が
印
象
的
で
す
。

　

表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
思
い
を
開

示
で
き
る
側
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
以

前
、
友
達
関
係
に
悩
ん
で
い
た
子
が
、
工
藤
直
子
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つ
る
み 

ま
さ
お

あ
め
は
　
ひ
と
り
じ
ゃ
　
う
た
え
な
い
、

き
っ
と
　
だ
れ
か
と
　
い
っ
し
ょ
だ
よ
。

　
や
ね
と
　
い
っ
し
ょ
に
　
や
ね
の
う
た

　
つ
ち
と
　
い
っ
し
ょ
に
　
つ
ち
の
う
た

　
か
わ
と
　
い
っ
し
ょ
に
　
か
わ
の
う
た

　
は
な
と
　
い
っ
し
ょ
に
　
は
な
の
う
た
。

あ
め
は
　
だ
れ
と
も
　
な
か
よ
し
で
、

ど
ん
な
　
う
た
で
も
　
し
っ
て
る
よ
。

　
や
ね
で
　
と
ん
と
ん
　
や
ね
の
う
た

　
つ
ち
で
　
ぴ
ち
ぴ
ち
　
つ
ち
の
う
た

　
か
わ
で
　
つ
ん
つ
ん
　
か
わ
の
う
た

　
は
な
で
　
し
と
し
と
　
は
な
の
う
た
。

し
を
た
の
し
も
う

雨
の
う
た
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