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詩
と
出
会
い
、

　
世
界
に
出
会
う

特
集

　

短
く
て
読
み
や
す
い
。
そ
れ
で
い
て
、
豊
か
な

イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
が
、
教
材
と

し
て
の
詩
の
よ
さ
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

詩
は
、
選
び
抜
か
れ
た
豊
か
な
言
葉
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
が
少
な
い
分
、
意
味

を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
難
し
い
。し
か
し
、イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
触
れ
る
う
ち
に
、
い
つ
し

か
言
葉
が
体
の
中
に
入
っ
て
い
く
よ
う
に
語
感
を

磨
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
詩
は
小
説
に
比
べ
て
、
作
者
が
心
を

動
か
さ
れ
た
「
瞬
間
」
が
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝

わ
っ
て
く
る
か
ら
、
そ
れ
を
追
体
験
し
や
す
い
。

そ
の
た
め
、
自
ら
の
認
識
の
し
か
た
・
も
の
の
捉

う
感
じ
る
か
」
と
い
う
自
ら
の
感
覚
を
も
と
に
表

現
の
効
果
を
捉
え
た
り
、
鑑
賞
し
た
り
す
る
こ
と
。

で
す
か
ら
、
生
徒
に
は
、
ま
ず
は
先
入
観
な
し
に

詩
と
出
会
わ
せ
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
竹
」（
一
年
／
萩
原
朔
太
郎
）。
一
行
目

か
ら
読
み
進
め
る
う
ち
に
、「
こ
の
独
特
の
響
き

や
リ
ズ
ム
は
ど
こ
か
ら
来
る
ん
だ
ろ
う
」
と
、
心

が
感
じ
ま
す
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
中
で
、
連
用

中
止
や
反
復
の
効
果
を
感
覚
的
に
理
解
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
、
言

葉
の
お
も
し
ろ
さ
や
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

解
釈
の
し
か
た
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
言
葉

が
担
う
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
ざ
ま
に
捉
え
、
味
わ
う
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、「
伝
達
」
の
た
め
だ
け
で
は

な
い
、
言
葉
の
「
詩
的
」
な
機
能
に
気
づ
き
、
ひ

い
て
は
、
よ
り
よ
い
表
現
を
追
究
し
よ
う
と
す
る

「
言
葉
の
使
い
手
」
を
育
て
た
い
。
私
は
、
そ
ん

な
思
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。

え
方
を
広
げ
る
こ
と
に
大
い
に
資
す
る
教
材
に
な

り
う
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

中
学
校
の
国
語
と
し
て
は
、
ま
ず
技
法
を
教
え

ね
ば
と
考
え
が
ち
で
す
。
た
だ
、私
は
、「
○
○
法
」

と
い
う
知
識
よ
り
、
そ
の
技
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
大
事
に
し
て
い

ま
す
。

　
「
こ
う
い
う
表
現
技
法
だ
」
と
教
え
る
こ
と
か

ら
入
る
と
、「
詩
と
は
分
析
・
解
釈
す
る
も
の
」

と
い
う
印
象
を
生
徒
に
抱
か
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

重
要
な
の
は
、「
何
を
感
じ
る
か
」
と
「
な
ぜ
そ

　

中
学
生
が
、
日
常
生
活
で
詩
に
触
れ
る
機
会
は

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
国
語
の
授
業
が
、

そ
の
入
り
口
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
心
を
揺
さ

ぶ
ら
れ
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
、
そ
ん
な
詩

に
一
つ
で
も
出
会
え
る
よ
う
に
、
授
業
で
は
、
解

釈
よ
り
も
鑑
賞
を
大
切
に
し
て
、
生
徒
の
感
性
に

働
き
か
け
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

私
が
よ
く
行
う
の
は
、「
こ
の
詩
は
、
ひ
と
言

で
い
う
と

な
詩
だ
」
と
い
う
型
を
与
え
、

に
入
る
言
葉
と
そ
れ
に
続
く
理
由
や
根
拠
の
文

章
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
、
鑑
賞
文
の
実
践

で
す
。

の
部
分
が
、
そ
の
詩
の
第
一
印
象
を

表
し
ま
す
。
苦
手
意
識
の
あ
る
子
で
も
一
つ
は
思

い
つ
き
ま
す
し
、
い
く
つ
か
書
き
出
し
た
中
か
ら

選
ば
せ
て
も
い
い
。
詩
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら

説
明
さ
せ
れ
ば
、
自
然
と
そ
の
詩
を
味
わ
い
、
鑑

賞
す
る
こ
と
へ
と
導
け
ま
す
。

　

一
人
で
は
気
づ
か
な
く
て
も
、
み
ん
な
で
読
む

と
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
群
読

の
際
は
、
ど
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
台
本

を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
生
徒
に
任
せ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
群
読
の
工
夫
を
通
し
て
、
み
ん
な

の
「
読
み
」
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
「
朝
の
リ
レ
ー
」（
谷
川
俊
太
郎
）
を
扱
っ
た
と
き

に
は
、「
こ
こ
は
、
バ
ト
ン
を
渡
す
よ
う
に
テ
ン

ポ
よ
く
読
み
た
い
」「
場
所
の
違
い
を
表
す
た
め

に
、
立
つ
場
所
を
変
え
て
読
も
う
」
な
ど
、
生
徒

か
ら
は
多
く
の
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ら
を
実
際
に
試
し
た
り
、
話
し
合
っ
た
り
し
な

が
ら
、
各
グ
ル
ー
プ
の
群
読
に
仕
上
げ
て
い
き
ま

す
。
詩
に
は
、
一
人
で
向
き
合
い
、
読
み
浸
る
と

い
う
味
わ
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
他
者
の
感
じ
方

を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
鑑
賞
が
広
が
り
、
確
か

な
も
の
に
な
る
こ
と
も
大
い
に
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

　

最
近
、
行
っ
た
の
は
、
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
作

品
を
ひ
た
す
ら
読
み
味
わ
う
授
業
で
す
。
一
人
の

詩
人
の
世
界
に
浸
り
、
そ
の
認
識
の
し
か
た
と
一

対
一
で
向
き
合
う
。
そ
れ
は
、
作
者
が
「
何
を
ど

う
見
て
い
る
の
か
」
に
目
を
向
け
、
感
じ
取
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
い
ち
ば
ん
気
に
入
っ
た
詩
を
、

理
由
と
と
も
に
紹
介
し
合
っ
た
り
、
そ
れ
に
応
え

る
形
で
詩
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
、
生
徒

は
、
自
分
や
友
達
の
認
識
の
し
か
た
と
も
ま
た
、

向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
こ
の
言
葉
を
巡
っ
て
考
え
る
こ
と
で
、
詩
全

体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
鍵
と
な

る
よ
う
な
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
。
教
材
研
究
は
、

こ
れ
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

教
師
自
身
が
そ
の
詩
を
本
気
で
味
わ
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
授
業
で

位
置
づ
け
る
言
語
活
動
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
重
要
で
す
。

　

例
え
ば
、
朗
読
を
行
う
と
し
た
ら
、「
ど
の
言

葉
に
着
目
し
て
表
現
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
詩
の
世
界

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
考
え
る
の
で

す
。「
春
に
」（
三
年
／
谷
川
俊
太
郎
）で
あ
れ
ば
、「『
こ

の
気
も
ち
は
な
ん
だ
ろ
う
』
の
反
復
を
ど
う
読
む

か
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
生
徒
は
こ
の
詩
全

体
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
材
研
究
を
す

る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
問
い
か
け
を
見
い
だ
す

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

詩
の
授
業

　

教
材
と
し
て
の
特
長
、
授
業
で
目
ざ
し
た
い

こ
と
な
ど
、
詩
の
指
導
に
ま
つ
わ
る
悩
み
に
、

宗
我
部
義
則
先
生
が
お
答
え
し
ま
す
。
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詩
に
は
、
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な

特
長
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

語
感
を
磨
き
、
認
識
の
し
か
た
・

も
の
の
捉
え
方
を
広
げ
る
こ
と
に

適
し
て
い
ま
す
。

詩
の
授
業
で
目
ざ
す
の
は
、

ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

目
ざ
し
た
い
の
は
、
言
葉
の
豊
か

さ
を
知
り
、
よ
り
よ
い
表
現
を
追

究
す
る
「
言
葉
の
使
い
手
」
を
育

て
る
こ
と
で
す
。

授
業
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に

気
を
つ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

一
人
一
人
の
生
徒
の
感
性
に
働
き

か
け
る
よ
う
な
授
業
を
心
が
け
た

い
も
の
で
す
。

教
材
研
究
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を

意
識
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

言
語
活
動
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

詩
全
体
を
捉
え
る
た
め
に
着
目

す
べ
き
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。


