
「
詩
と
の
出
会
い
」

1
日
分
の
詩
を
見
つ
け
る
I

一

は

じ

め

に

こ
れ
は
前
任
校
の
広
島
大
学
附
属
福
山
高
校
で
の
実
践
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
先
に
「
城
の
崎
に
て
」
、
「
蝿
」
、
「
赤
蛙
」
の
三
作

品
を
扱
っ
た
授
業
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
(
注
1
)
、
今

回
の
報
告
は
'
そ
れ
の
詩
版
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
じ

生
徒
た
ち
を
指
導
の
対
象
と
し
て
い
る
。
発
表
の
順
序
は
逆
に
な
っ

た
が
'
授
業
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
早
-
、
む
し
ろ
今
回
報
告
す

る
授
業
が
出
発
点
で
あ
り
へ
　
さ
き
に
報
告
し
た
小
説
の
授
業
は
そ
の

延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
　
「
自
分
の
詩
を
見
つ
け
る
」
と
い
う
の
は
、
自
分
が
い
い

と
思
う
詩
、
自
分
の
心
に
訴
え
か
け
て
-
る
詩
を
見
つ
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
好
き
な
詩
と
出
会
っ
て
、
「
い
い
な
あ
」
と
感

じ
、
「
こ
の
詩
へ
　
い
い
ね
え
」
と
語
り
合
え
る
。
そ
し
て
語
り
合
い
な

が
ら
、
詩
の
読
み
を
広
げ
深
め
て
い
-
。
素
朴
で
は
あ
る
が
こ
れ
が

自
然
な
学
び
の
姿
で
あ
り
、
成
長
の
姿
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

生
徒
た
ち
が
、
自
然
に
そ
し
て
の
び
や
か
に
自
己
の
感
性
を
解
放
し

仲
　
田
　
輝
　
康

て
詩
を
楽
し
み
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
豊
か
な
言
語
体
験
を
得
て
い

-
。
そ
ん
な
授
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
行
っ
た
授
業
で
あ
る
。

生
徒
が
の
び
や
か
に
自
己
を
解
放
し
表
現
す
る
場
を
'
授
業
の
中

で
も
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
以
前
に

持
っ
て
い
た
学
年
で
'
何
人
か
の
不
登
校
の
生
徒
と
出
会
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
あ
る
。

不
登
校
の
子
供
た
ち
と
接
し
て
い
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
さ
さ
い

な
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
彼
ら
が
自
分
の
欲
求
や
あ
る
い
は
自
分

自
身
を
感
じ
、
そ
れ
を
表
現
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
重
ね
て
い
-

中
で
、
次
第
に
心
も
整
理
さ
れ
'
身
も
心
も
動
き
が
の
び
や
か
に
な

り
、
声
や
表
情
も
緩
や
か
に
な
っ
て
い
-
の
を
感
じ
る
。
そ
う
な
る

に
つ
れ
て
次
第
に
自
ら
活
動
し
よ
う
と
し
始
め
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
'
実
際
に
は
こ
ん
な
に

単
純
に
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
過
し
て
自
己
の
主

体
性
を
取
り
戻
し
'
自
ら
の
育
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
解
放
さ
れ
て
い
-

よ
う
で
あ
る
。
不
登
校
の
子
は
け
っ
し
て
特
別
な
子
で
は
な
い
。
現

在
の
子
ど
も
た
ち
が
育
っ
て
い
-
中
で
持
っ
て
い
る
問
題
を
、
最
も
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突
出
し
た
形
で
突
き
付
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

年
々
、
授
業
の
中
で
生
徒
の
発
言
を
引
き
出
す
こ
と
が
難
し
-

な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
質
問
し
て
も
す
ぐ
に
「
わ
か
り
ま
せ

ん
」
と
答
え
て
す
ま
そ
う
と
し
た
り
、
自
ら
考
え
よ
う
と
せ
ず
に
、

性
急
に
正
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
ふ
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

教
室
で
学
習
す
る
こ
と
に
対
し
て
白
け
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
受
け

る
。
彼
ら
も
、
正
答
の
枠
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
授
業
の
中

で
自
分
を
感
じ
表
現
す
る
こ
と
を
自
ら
規
制
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。生

徒
た
ち
が
自
ら
考
え
へ
　
自
ら
表
現
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な

る
た
め
に
は
'
彼
ら
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
や
る
と
こ
ろ
か
ら

出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
も
、
自
分
の
思
い
が
受

け
容
れ
ら
れ
て
い
る
と
実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
育
と
う
と

す
る
力
へ
自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
力
が
、
詩
な
ら
詩
を
読
み
た
い
と
い

う
思
い
へ
　
あ
る
い
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
い

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〓
　
授
業
の
実
際

生
徒
の
感
じ
た
こ
と
、
抱
い
た
思
い
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
や
る
こ

と
、
そ
の
う
え
で
、
自
ら
選
択
し
'
評
価
す
る
機
会
を
つ
-
つ
て
や

る
こ
と
へ
　
こ
れ
を
授
業
の
基
本
方
針
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の

教
材
と
し
て
詩
を
選
ん
だ
。
詩
な
ら
生
徒
も
「
正
答
」
を
気
に
せ
ず
へ

自
由
に
発
言
し
や
す
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

詩
の
理
解
を
目
的
と
し
た
授
業
で
は
な
い
が
'
生
徒
が
自
由
に
自
分

の
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
教
師
の
指
導
を
中
心
と
し
た

授
業
よ
り
も
'
か
え
っ
て
詩
と
の
深
い
交
感
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。

授
業
の
進
め
方
は
小
説
の
場
合
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
ど

の
詩
が
自
分
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
学

習
を
進
め
て
い
っ
た
。
自
分
に
と
っ
て
ど
の
詩
が
お
も
し
ろ
い
の
か
へ

な
ぜ
お
も
し
ろ
い
の
か
を
考
え
る
。
そ
の
中
で
詩
の
内
容
や
表
現
に

つ
い
て
も
自
然
に
考
え
て
い
-
。
そ
し
て
友
達
と
話
し
合
う
中
で
自

分
の
読
み
も
深
め
て
い
-
0

こ
う
い
う
や
り
方
で
学
習
す
る
の
は
生
徒
に
と
っ
て
も
は
じ
め
て

だ
っ
た
の
で
、
こ
の
や
り
方
に
慣
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
自
然
に
'

そ
し
て
気
楽
に
こ
れ
が
い
い
と
言
え
る
詩
か
ら
順
番
に
、
教
材
を
配

列
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

授
業
を
し
た
の
は
一
九
九
二
年
五
月
、
対
象
は
広
島
大
学
附
属
福

山
高
校
の
1
年
生
五
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
教
材
は
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
た
。

具
体
的
な
授
業
の
展
開
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
時

・
単
元
名
「
詩
と
の
出
会
い
」
を
紹
介
し
'
板
書
す
る
。

「
あ
ま
り
む
ず
か
し
-
考
え
ず
、
自
分
の
い
い
な
あ
と
思
う
詩

と
出
会
っ
て
-
だ
さ
い
。
」
と
言
っ
た
。

・
プ
リ
ン
ト
「
煤
煙
と
青
い
空
」
　
(
注
2
)
　
を
読
む
。

詩
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
自
分
の
好
き
な
詩
を
見
つ
け
る
こ
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と
が
7
番
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
。

・
プ
リ
ン
ト
「
詩
と
の
出
会
い
　
-
」
を
読
む
。

収
録
作
品

「
す
る
め
」
　
　
ま
ど
み
ち
お

「
鳩
」
　
　
　
　
高
橋
睦
郎

「
僕
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
」
　
　
黒
田
三
郎

「
葉
月
」
　
　
　
阪
田
寛
夫

・
右
の
四
つ
の
詩
の
中
か
ら
7
番
い
い
と
思
っ
た
詩
を
選
び
へ
　
そ
の

題
名
と
、
な
ぜ
そ
の
詩
が
い
い
と
思
っ
・
た
の
か
へ
　
そ
の
理
由
を

カ
ー
ド
　
(
西
洋
紙
を
を
小
さ
-
切
っ
た
も
の
)
　
に
書
く
。

・
互
い
の
感
想
を
読
み
比
べ
る
。

・
自
分
の
感
想
を
発
表
す
る
。
(
数
名
)

単
元
全
体
の
導
入
の
時
間
な
の
で
'
読
ん
で
す
ぐ
わ
か
る
詩
を
選

ん
だ
。
授
業
の
あ
と
へ
何
人
か
集
ま
っ
て
'
プ
リ
ン
ト
を
見
な
が
ら
へ

「
わ
た
し
、
こ
れ
わ
か
ら
ん
か
っ
た
よ
。
」
な
ど
と
言
っ
て
話
し
合
っ

て
い
た
。
こ
れ
で
、
詩
を
気
楽
に
楽
し
む
た
め
の
自
然
な
流
れ
は
で

き
た
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
は
、
カ
ー
ド
に
書
-

時
、
「
書
け
ん
I
-
」
と
苦
し
ん
で
い
る
生
徒
も
い
た
。

次
に
生
徒
の
書
い
た
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

葉
月

B
　
(
女
)

ふ
ざ
け
た
よ
う
な
口
調
だ
け
ど
へ
　
哀
し
い
感
じ
が
す
る
と

思
っ
た
。
相
手
の
人
の
こ
と
を
と
て
も
大
事
に
思
っ
て
、
相

手
の
人
格
を
傷
つ
け
た
-
な
-
て
'
自
分
の
こ
と
ば
か
り
責

め
て
い
る
。
そ
ん
な
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
に
、
「
お
れ
」
と
か

「
わ
し
」
と
か
何
げ
な
い
言
葉
に
す
ご
く
気
を
つ
か
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
た
。

す
る
め最

初
の
　
と
う
と
う
　
と
最
後
の

<
　
(
s
;

が
と
て
も
静

か
に
は
か
な
い
。
た
-
さ
ん
言
葉
を
な
ら
べ
る
わ
け
で
な
く
へ

こ
の
詩
の
み
じ
か
さ
自
体
も
い
い
味
だ
し
て
い
る
　
(
す
る
め

の
こ
と
で
は
な
い
)
0

第
二
時

・
前
時
に
書
い
た
カ
ー
ド
の
う
ち
、
他
の
生
徒
の
参
考
に
な
る
と
思

わ
れ
る
も
の
を
い
-
つ
か
選
ん
で
印
刷
し
'
配
付
し
た
。
教
師
の

方
で
簡
単
な
補
足
を
し
た
が
'
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
言
わ
ず
、

生
徒
の
文
例
に
つ
い
て
へ
「
こ
う
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
お
も
し
ろ

い
ね
。
」
と
か
へ
　
「
こ
う
書
い
て
い
る
け
ど
な
る
ほ
ど
ね
。
」
と
い
う

程
度
の
補
足
を
し
た
。

・
プ
リ
ン
-
「
詩
と
の
出
会
い
　
2
」
を
読
む
。

「
夕
方
の
三
十
分
」
　
　
貝
田
三
郎

「
窮
」
　
　
　
　
　
　
　
入
沢
康
夫

「
だ
れ
も
　
い
そ
が
な
い
村
」
　
　
岸
田
衿
子

プ
リ
ン
ト
を
読
ん
だ
後
の
学
習
活
動
は
'
前
時
と
同
じ
で
あ
る
が
'

カ
ー
ド
は
少
し
大
き
-
し
た
。

生
徒
の
例
を
あ
げ
る
。
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(
女
)



の
ん
び
り
と
し
た
空
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
「
ま
め
の
つ

る
に
　
ま
め
の
花
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
好
き
で
す
。
ま
め
の

花
が
咲
い
て
い
る
-
-
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
け
れ
ど
へ
　
い

い
で
す
。

一
度
行
っ
て
み
た
い
よ
う
な
、
の
ど
か
で
静
か
な
村
の
様

子
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
わ
た
し
は
い
そ
ぐ
こ
と
が
き
ら
い

だ
け
ど
'
つ
い
、
い
そ
い
で
し
ま
う
の
で
へ
　
い
そ
が
な
い
村

が
い
い
で
す
。

夕
方
の
三
十
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
　
(
女
)

「
～
シ
テ
ェ
　
オ
ト
ー
チ
ャ
マ
」
と
い
う
会
話
が
'
と
て
も

子
供
ら
し
-
て
、
お
父
さ
ん
に
甘
え
た
-
て
た
ま
ら
な
-

思
っ
て
い
る
感
じ
が
'
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
あ
る
こ
と
で
、

よ
り
い
っ
そ
う
光
っ
て
み
え
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
で
あ
る
作
者
も
、
娘
に
か
ま
っ
て
や
り
た
い
の

に
、
そ
れ
が
簡
単
に
出
来
な
-
て
、
自
分
を
責
め
て
'
こ
ん

な
自
分
は
き
ら
い
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な

と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

最
後
の
〓
早
が
と
て
も
優
し
-
て
、
静
か
な
感
じ
で
終

わ
っ
て
い
て
、
私
ま
で
う
れ
し
-
な
っ
て
-
る
よ
う
で
し
た
。

第
三
時第

三
時
は
グ
ル
ー
プ
で
学
習
を
し
た
。

・
前
時
の
カ
ー
ド
を
印
刷
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
付
し
、
読
む
。

・
プ
リ
ン
ト
「
詩
と
の
出
会
い
　
3
」
を
読
み
へ
詩
を
評
価
す
る
。

「
歳
末
閑
居
」
　
　
井
伏
鱒
二

「
-
ら
し
」
　
　
　
石
垣
り
ん

こ
の
時
間
は
'
生
活
の
詩
を
取
り
上
げ
た
。
内
容
も
少
し
考
え
な

い
と
わ
か
ら
な
い
程
度
の
も
の
を
選
ん
だ
。
四
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ

を
つ
-
り
'
詩
の
わ
か
り
に
-
い
と
こ
ろ
や
感
想
を
話
し
合
わ
せ
'

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
さ
せ
た
。
そ
の
後
へ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
ど
ち
ら
の
詩
が

よ
り
い
い
と
思
う
か
と
、
詩
の
評
価
を
考
え
さ
せ
た
。
全
体
的
に
時

間
が
足
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
活
動
の
内
容
は
記
録
し
て
提
出

sata娼x

第
四
時

・
プ
リ
ン
ト
「
詩
と
の
出
会
い

「
引
き
裂
か
れ
た
も
の
」

4
」
を
読
む
。

E
i
i
E
三
郎

「
君
も
」
　
　
　
　
　
吉
野
　
弘

「
ね
ず
み
」
　
　
　
　
山
之
口
菓

「
風
と
ポ
ロ
と
の
伝
説
」
　
　
会
田
綱
雄

「
海
」
　
　
　
　
　
　
石
川
逸
子

・
五
つ
の
詩
を
読
み
へ
一
番
気
に
入
っ
た
詩
を
ひ
と
つ
選
び
へ
　
そ
の

題
を
カ
ー
ド
に
書
い
て
提
出
す
る
。

こ
こ
で
は
少
し
社
会
的
な
広
が
り
の
あ
る
詩
を
取
り
上
げ
た
が
'

意
味
が
わ
か
ら
な
-
て
、
好
き
と
も
き
ら
い
と
も
い
え
な
い
よ
う
な

詩
は
選
ば
な
か
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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第
五
時

前
時
に
選
ん
だ
詩
を
も
と
に
グ
ル
ー
プ
を
つ
-
り
、
そ
の
詩
に
つ

い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
内
容
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
、
そ
の
詩
が
ど
ん
な
ふ
う
に
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

話
し
合
わ
せ
た
。
話
し
合
っ
た
内
容
は
、
記
録
し
て
提
出
さ
せ
た
。

第
六
時

前
時
に
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
た
こ
と
を
へ
前
に
出
て
発
表
さ
せ

た
。三

　
ア
ン
ケ
ー
ト
・
中
間
考
査
・
夏
休
み
の
課
題

一
連
の
授
業
の
後
へ
　
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト

の
質
問
内
容
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

一
　
「
詩
と
の
出
会
い
　
1
-
4
」
の
中
で
、
い
い
な
あ
と
思
う

詩
が
あ
り
ま
し
た
か
。
あ
れ
ば
、
そ
の
詩
の
題
名
を
書
き
な
さ

い
。

二
　
「
詩
と
の
出
会
い
」
の
授
業
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
き
な
さ

ヽ

j

 

0

.
I
.
.
J

ま
た
'
1
学
期
の
中
間
考
査
は
、
最
初
か
ら
、
書
か
せ
る
問
題
に

し
ょ
う
と
思
っ
て
い
た
。
当
初
は
、
プ
リ
ン
-
に
取
り
上
げ
て
い
な

い
別
の
詩
に
つ
い
て
、
そ
の
解
釈
と
評
価
を
書
か
せ
る
応
用
問
題
に

し
ょ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
書
か
せ
る
問
題
に
す
る
と
言
っ

た
と
こ
ろ
、
複
数
の
生
徒
か
ら
'
「
書
-
の
な
ら
好
き
な
詩
に
つ
い
て

書
き
た
い
」
と
言
わ
れ
た
。
何
か
書
き
た
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
様

子
だ
っ
た
し
、
他
に
も
そ
う
い
う
気
持
ち
の
子
が
い
る
よ
う
だ
っ
た

の
で
'
そ
れ
も
そ
う
だ
と
は
思
っ
た
が
、
評
価
を
ど
う
す
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
っ
た
の
で
最
後
ま
で
迷
っ
た
。
最
終
的
に
は
'
授
業
で

取
り
上
げ
た
詩
の
中
か
ら
好
き
な
詩
を
選
ば
せ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て

書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
試
験
に
は
「
詩
と
の
出
会
い
」
の
プ
リ
ン

ト
を
持
っ
て
-
る
よ
う
に
予
告
し
て
お
き
へ
解
答
は
八
百
字
詰
め
の

原
稿
用
紙
に
書
か
せ
た
。
試
験
と
い
う
よ
り
も
、
試
験
の
時
間
を

使
っ
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
問
題
は
次
の

よ
う
に
し
た
。

問
題
　
「
詩
と
の
出
会
い
」
の
プ
リ
ン
ト
の
中
か
ら
、
各
自
よ
い

と
思
う
詩
を
一
つ
選
び
だ
し
へ
　
そ
の
詩
に
つ
い
て
次
の
要
領
で
'

四
百
～
八
百
字
で
論
じ
な
さ
い
。

・
そ
の
詩
が
何
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
へ
　
そ
の
詩
の
ど

う
い
う
点
が
ど
ん
な
ふ
う
に
よ
い
と
思
っ
た
の
か
、
具
体
的
な

表
現
を
示
し
な
が
ら
説
明
し
、
感
想
を
述
べ
な
さ
い
。

・
で
き
る
だ
け
筋
の
通
っ
た
わ
か
り
や
す
い
文
章
を
書
-
よ
う
に

心
が
け
な
さ
い
。

評
価
は
t
 
A
、
B
、
C
、
D
へ
　
E
の
五
段
階
評
価
と
し
た
。

ま
た
へ
夏
休
み
に
'
「
ど
ん
な
詩
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
が
気
に

い
っ
た
詩
を
ひ
と
つ
見
つ
け
て
-
る
。
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
詩
を
書
き

写
し
、
そ
の
詩
に
関
す
る
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
提
出
す
る
。
」

と
い
う
課
題
を
出
し
た
。
提
出
し
た
も
の
は
、
後
で
清
書
さ
せ
、
印

刷
し
て
ク
ラ
ス
ご
と
に
冊
子
を
つ
く
っ
た
。
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四
　
中
間
考
査
と
夏
休
み
の
課
題
か
ら

中
間
考
査
と
夏
休
み
の
課
題
の
中
か
ら
、
い
-
つ
か
生
徒
の
書
い

た
も
の
を
見
て
い
く
。

中
間
考
査
で
、
E
君
は
「
僕
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
」
を
選
び
、
「
美

し
い
煤
と
い
う
た
と
え
が
最
高
で
す
。
」
と
書
い
て
い
た
。
彼
は
こ
の

詩
を
自
分
の
初
恋
の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
み
へ
「
恋
の
こ
と
な
ど

マ
マ

は
、
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
ぐ
ら
い
変
な
も
の
で
す
。
得
に
僕

は
'
そ
う
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
苦
手
で
す
。
で
も
へ
　
こ
の

作
者
は
そ
こ
の
所
を
す
ば
ら
し
-
表
現
し
て
い
ま
す
。
ぽ
-
に
は
出

来
な
か
っ
た
こ
と
を
。
そ
し
て
僕
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
。
」
と
書

い
て
い
た
。

ま
た
「
君
も
」
を
選
ん
だ
F
君
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

僕
が
こ
の
詩
を
選
ん
だ
理
由
は
、
数
あ
る
詩
の
中
で
'
一
番

マ
マ

親
し
み
を
覚
え
た
か
ら
で
す
。
国
語
に
弱
い
僕
は
、
詩
の
作
っ

た
人
の
心
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
多
-
の
詩
は
興

味
が
わ
い
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
「
君
も
」
は
結
局

作
者
の
心
や
イ
イ
タ
イ
コ
ト
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
読
ん
で
み
た
と
き
外
の
詩
に
な
か
っ
た
感
動
や
驚
き

が
あ
り
ま
し
た
。
解
釈
は
不
十
分
で
す
が
、
、
僕
な
り
に
ま
と
め

て
み
ま
し
た
。

こ
う
書
い
て
'
こ
の
後
彼
自
身
の
詩
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
「
苦
悩
の
人
が
死
ぬ
の
を
見
届
け
て
か
ら
」
と
か
、
「
ぼ
ん

や
り
と
夜
ラ
ジ
オ
番
組
の
全
部
を
聞
き
終
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い

か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
気
に
入
っ
て
い
る
と
書
い
て
い
る
が
、
彼
の

解
釈
は
、
解
釈
と
い
う
よ
り
も
自
分
の
心
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。彼

ら
は
と
も
に
へ
自
分
の
生
活
体
験
を
背
景
に
し
て
詩
を
理
解
し
'

自
分
の
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
と
-
る
詩
を
選
ん
で
い
る
。
何
も
教
師

が
こ
む
ず
か
し
い
説
明
を
し
な
-
て
も
ち
詩
を
読
む
原
点
と
い
う
の

は
こ
う
い
う
も
の
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
む
し
ろ
こ
う

い
う
原
点
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
彼
ら
は
詩
の
中
に

自
分
を
読
み
へ
詩
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
言
い
表

し
て
い
る
。

G
と
い
う
女
生
徒
の
書
い
た
答
案
は
強
烈
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
黒

田
三
郎
の
「
引
き
裂
か
れ
た
も
の
」
を
選
ん
だ
。
(
な
お
引
用
の
中
で

「
詩
の
授
業
の
感
想
を
提
出
す
る
時
、
よ
い
と
思
う
詩
を
『
歳
末
閑

居
』
と
し
て
出
し
ま
し
た
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
'
授
業
の
後
に

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
)

一
人
の
人
間
と
し
て
結
核
患
者
を
題
材
と
し
て
識
者
を
代
表

と
す
る
世
間
の
冷
た
さ
と
人
間
の
命
の
重
み
を
描
い
て
い
る
の

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
書
-
と
、
授
業
で
発
表
し
た
内
容
と

重
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
自
身
去
年
の
暮
れ
に
父
を
事
故

で
亡
-
し
た
の
で
こ
の
詩
に
つ
い
て
感
想
を
書
こ
う
と
思
う
と

ど
う
し
て
も
先
に
書
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
間
詩
の
授
業
の
感
想
を
提
出
す
る
時
、
よ
い
と
思
う
詩

を
「
歳
末
閑
居
」
と
し
て
出
し
ま
し
た
。
「
引
き
裂
か
れ
た
も
の
」

を
読
む
時
へ
　
父
と
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
て
他
の
詩
の
よ
う
に
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落
ち
着
い
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
父
の
事

故
も
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
に
大
き
-
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
事
故
だ
か
ら
へ
　
こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
は
少
し

性
質
の
違
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
へ
第
六
連
の
「
一

人
死
亡
と
は
　
そ
れ
は
　
1
人
と
い
う
　
数
の
こ
と
な
の
か
と

1
人
死
亡
と
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
激
し
-
私
の
胸
を
打
ち

ま
し
た
。
そ
し
て
「
死
ん
だ
ひ
と
の
永
遠
に
届
か
な
い
声
　
永

遠
に
引
き
裂
か
れ
た
も
の
。
」

私
の
父
は
忙
し
い
人
で
あ
ま
り
口
を
き
い
た
こ
と
は
あ
-
ま

せ
ん
で
し
た
。
変
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
実
際
そ
う

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
私
は
父
を
家
族
と
し
て
感
じ
る
こ
と

が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
父
の
死
後
、
事
故
に
つ
い
て

の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
て
、
強
-
家
族
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ

ま
し
た
。
こ
の
詩
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
主
観
が

入
り
す
ぎ
て
い
る
の
で

こ
こ
ま
で
書
い
た
と
こ
ろ
で
時
間
が
き
た
た
め
、
途
中
で
終
わ
っ
て

M
E
kも

し
、
授
業
の
中
で
「
こ
の
詩
は
ど
ん
な
こ
と
を
描
い
て
い
る
の

か
。
」
と
間
い
た
の
な
ら
'
「
一
人
の
人
間
と
し
て
結
核
患
者
を
題
材

と
し
て
識
者
を
代
表
と
す
る
世
間
の
冷
た
さ
と
人
間
の
命
の
重
さ
を

描
い
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
'
答
え
と
し
て
は
十
分
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
そ
ん
な
ふ
う
に
ま
と
め
る
だ
け
で
終
わ
っ
た
な
ら
、

こ
の
詩
を
読
む
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が

す
る
。
そ
ん
な
読
む
主
体
と
か
か
わ
ら
な
い
答
え
を
聞
い
て
も
'
そ

れ
が
ど
う
し
た
の
か
と
い
う
思
い
が
私
に
は
あ
る
。
彼
女
の
こ
の
文

章
を
読
む
と
へ
　
こ
の
こ
と
を
い
っ
そ
う
強
-
感
じ
る
。

た
ぶ
ん
彼
女
は
、
他
の
誰
よ
り
も
真
正
面
か
ら
こ
の
詩
が
訴
え
る

重
さ
を
受
け
止
め
て
い
る
o
そ
れ
は
「
『
1
人
死
亡
と
は
　
そ
れ
は

1
人
と
い
う
　
数
の
こ
と
な
の
か
と
　
1
人
死
亡
と
は
』
と
い
う

と
こ
ろ
が
激
し
-
私
の
胸
を
打
ち
ま
し
た
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も

わ
か
る
。
彼
女
は
自
分
の
体
験
と
思
い
を
抱
い
て
、
詩
と
激
し
-
ぶ

つ
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
彼
女
に
は
残

酷
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
女
の
こ
の
文
章
を
読
む
と
、
詩

と
向
き
合
う
こ
と
の
厳
し
さ
を
突
き
付
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

夏
休
み
の
課
題
で
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
詩
が
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
中

で
も
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、
H
さ
ん
と
D
さ
ん
が
選
ん
だ
詩
と
、
そ

れ
に
つ
け
た
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
H
さ
ん
と
D
さ
ん
は
と
も
に
ま
じ

め
で
優
秀
な
生
徒
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
当
時
二
人
と
も
体
調
を
崩
し

て
欠
席
が
ち
で
'
い
ろ
い
ろ
悩
ん
で
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二

人
が
と
も
に
へ
　
コ
メ
ン
ト
の
中
で
'
「
ほ
っ
と
す
る
」
と
い
う
言
い
方

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

H
さ
ん
が
選
ん
だ
詩
は
'
「
わ
た
し
は
長
い
歳
月
　
上
に
の
び
る
こ

と
ば
か
り
考
え
て
　
/
　
土
の
中
深
-
根
を
張
る
こ
と
を
忘
れ
て
い

た
よ
う
で
す
」
と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
幹
や
枝
葉
の

重
み
に
耐
え
ら
れ
な
-
な
っ
た
と
あ
っ
て
'
最
後
に
「
し
か
し
　
お

か
げ
さ
ま
で
　
い
ま
で
は
　
/
　
眼
に
見
え
な
い
土
の
中
で
　
/

弱
か
っ
た
根
が
新
た
な
活
動
を
始
め
た
よ
う
で
す
　
/
　
い
や
　
そ
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れ
以
上
か
も
　
-
　
　
/
　
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
根
だ
け
が
知

る
　
/
　
静
か
な
充
実
感
を
持
ち
な
が
ら
-
-
」
と
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
詩
に
、
彼
女
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
た
。

上
を
上
を
め
ざ
し
て
背
の
び
ば
か
り
し
て
い
る
私
た
ち
に
対

し
て
も
っ
と
　
〟
自
分
″
を
見
つ
め
な
お
す
こ
と
〟
自
分
″
　
の
は

ん
園
で
〟
自
分
〟
を
精
一
杯
に
生
き
る
こ
と
を
教
え
て
-
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

I
さ
ん
の
作
品
に
は
'
や
さ
し
さ
、
人
間
味
と
い
う
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
「
人
間
の
生
き
方
」
を
教
え
て
-
れ
て
い
る

よ
う
で
読
ん
で
い
る
と
ほ
っ
と
し
ま
す
。

彼
女
が
取
り
上
げ
た
詩
を
読
む
と
、
そ
こ
に
は
彼
女
自
身
の
姿
と

そ
の
悩
み
が
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
や
さ
れ
て
い
-
様
子
が
投
影
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

も
う
1
人
の
D
さ
ん
は
'
先
に
「
夕
方
の
三
十
分
」
　
の
感
想
を
紹

介
し
た
生
徒
で
あ
る
。
彼
女
は
、
黒
田
三
郎
の
　
『
小
さ
な
ユ
リ
と
』

の
中
の
一
編
を
選
び
へ
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
る
。

黒
田
三
郎
さ
ん
の
詩
が
と
て
も
好
き
だ
っ
た
の
で
'
「
小
さ
な

ユ
リ
」
ち
ゃ
ん
の
出
て
-
る
詩
の
中
か
ら
探
し
て
み
ま
し
た
。

ユ
リ
ち
ゃ
ん
と
へ
　
お
父
さ
ん
と
、
お
母
さ
ん
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

精
1
杯
の
気
持
ち
が
い
っ
ぱ
い
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
心

が
ほ
っ
と
し
て
、
気
持
ち
が
優
し
-
な
っ
て
-
る
よ
う
で
し
た
。

最
後
の
三
行
の
、
お
父
さ
ん
の
呼
び
か
け
の
部
分
が
、
特
に
気

に
入
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
詩
の
最
後
の
三
行
は
'
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
小

さ
な
小
さ
な
ユ
リ
に
　
/
　
僕
は
大
き
な
声
で
話
し
か
け
る
　
/

新
宿
で
御
飯
た
べ
て
帰
ろ
う
ね
　
ユ
リ
」

中
間
考
査
で
も
、
彼
女
は
や
は
り
黒
田
三
郎
の
「
引
き
裂
か
れ
た

も
の
」
を
選
ん
で
い
た
が
、
1
連
の
彼
女
の
感
想
の
中
に
は
1
質
し

た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
-
彼
女
自
身
も
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
'
あ
る
種
の
温
も
り
と
安
ら
ぎ
と
で
も

い
っ
た
ら
い
い
の
か
へ
　
苦
し
ん
で
い
た
当
時
の
彼
女
の
心
が
欲
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
私
に
は
思
わ
れ
る
。

D
さ
ん
や
H
さ
ん
が
、
夏
休
み
の
課
題
で
見
つ
け
て
き
た
詩
は
、

彼
女
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
出
会
う
べ
-
し
て
出
会
っ
た
も
の
だ
と
い
う

感
じ
が
強
-
し
て
、
な
に
か
運
命
的
な
も
の
さ
え
感
じ
る
。
そ
し
て

彼
女
ら
が
二
人
と
も
「
ほ
っ
と
す
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る

の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
に
は
日
常
の
生
活
の
中
で
も
、

も
っ
と
ほ
っ
と
す
る
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

D
さ
ん
は
、
中
間
考
査
の
答
案
の
最
後
に
O
h
・
W
　
と
し
て
次
の

よ
う
に
書
い
て
く
れ
て
い
た
。

「
僕
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
」
「
夕
方
の
三
十
分
」
「
引
き
裂
か

れ
た
も
の
」
と
、
私
は
毎
回
の
授
業
の
中
で
選
ん
だ
詩
が
、
み

ん
な
黒
田
三
郎
さ
ん
の
作
品
で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
私
と

黒
田
さ
ん
は
感
性
が
似
て
い
る
の
か
な
?
　
詩
を
読
ん
で
、
こ

ん
な
に
心
が
は
っ
と
し
て
、
す
っ
と
感
情
が
湧
き
あ
が
っ
て
き

た
の
は
、
今
回
が
初
め
て
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
詩
の
勉
強

は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

詩
を
「
教
え
な
い
」
授
業
に
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
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し
ろ
こ
れ
で
い
い
の
か
と
常
に
不
安
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
こ
の
言
葉

も
こ
の
ま
ま
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
'
正

直
な
と
こ
ろ
'
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
へ
　
こ
の
子
が
こ
う
書
い
て
く
れ

た
'
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
。

五
　
ま
と
め
に
か
え
て

今
回
の
授
業
で
は
'
生
徒
の
詩
の
読
み
を
正
す
と
い
う
こ
と
は
、

ま
っ
た
-
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
し
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
、
自
分
の

好
き
な
よ
う
に
読
み
な
さ
い
と
言
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
繰
り
返
し

て
言
っ
た
の
は
ヘ
　
ビ
の
詩
が
い
い
と
思
う
か
、
な
ぜ
そ
の
詩
が
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
容
の
理
解
は
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
考

え
さ
せ
、
解
釈
の
補
正
は
生
徒
同
士
の
話
し
合
い
に
ま
か
せ
た
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
授
業
の
最
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し
た
。
自

由
に
書
い
て
も
ら
う
た
め
に
無
記
名
に
し
た
。
結
果
を
見
る
ま
で
は
、

こ
の
よ
う
な
'
答
え
を
言
わ
な
い
授
業
の
や
り
方
に
対
す
る
不
満
も

多
い
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
あ
っ
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
で

多
-
見
ら
れ
た
の
は
、
「
グ
ル
ー
プ
で
友
達
の
意
見
を
間
-
こ
と
が
で

き
て
う
れ
し
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
と
、
「
先
生
が
解
釈
を
言
わ
な

か
っ
た
の
で
、
自
由
に
考
え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
「
自
分
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
よ
か
っ
た
。
」

と
書
い
た
生
徒
も
い
る
。
こ
れ
ら
生
徒
の
回
答
を
見
て
感
じ
た
の
は
、

彼
ら
は
'
先
生
に
詩
の
解
釈
を
教
え
ら
れ
る
よ
り
も
自
分
た
ち
の
力

で
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
友
達
と
話
し
合
う
こ
と

は
楽
し
い
し
、
話
し
合
い
な
が
ら
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
強
い
欲
求
と
し
て
あ

る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
附
属
高
校
の
生
徒
が
比
較
的
学
習

能
力
が
高
-
、
自
分
で
学
習
す
る
態
度
も
あ
る
程
度
身
に
つ
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
'
単
純
に
は
一
般
化
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
へ
　
こ
う
い
う
欲
求
の
強
さ
は
正

直
な
と
こ
ろ
想
像
以
上
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
自
分
が
感
想
を
書
こ
う
と
思
っ
て
選
ん
だ
詩
は
、
そ
れ
ぞ

れ
ど
こ
か
に
、
共
感
で
き
る
も
の
が
あ
り
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
へ

思
っ
て
い
る
こ
と
が
代
わ
り
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
」
と

書
い
た
生
徒
も
い
る
。
「
読
ん
で
み
る
と
な
ん
と
な
く
わ
か
る
の
に
'

う
ま
-
言
葉
で
は
あ
ら
わ
せ
な
い
詩
や
'
正
直
言
っ
て
'
深
-
読
み

と
ろ
う
と
す
る
と
全
然
訳
の
わ
か
ら
な
い
詩
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も

や
っ
ぱ
り
気
に
入
っ
た
詩
は
、
ど
こ
か
心
に
響
い
て
く
る
も
の
が

あ
っ
て
'
何
度
読
み
返
し
て
み
て
も
よ
か
っ
た
で
す
o
」
と
書
い
た
生

徒
も
い
た
。

共
感
で
き
る
詩
へ
何
度
読
み
返
し
て
も
心
に
響
い
て
-
る
詩
へ
　
そ

う
い
う
詩
を
見
つ
け
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
は

じ
め
た
授
業
で
あ
っ
た
。
生
徒
は
詩
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
り
、
い

や
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
気
楽
に
楽
し
ん
だ
り
、
ま
た
あ
る
い
は
激

し
-
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
と
の
出
会
い
を
し
た
よ
う
で

あ
る
.
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
'
彼
ら
の
書
い
た
も
の
を

見
る
と
、
最
初
の
小
さ
な
カ
ー
ド
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
の
一
つ
l
つ

が
お
も
し
ろ
い
。
解
放
さ
れ
た
時
の
彼
ら
の
豊
か
さ
と
も
彼
ら
に
そ
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れ
を
可
能
に
さ
せ
た
詩
の
力
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

と
も
か
く
、
生
徒
も
教
師
も
共
に
楽
し
め
た
授
業
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
第
一
六
回
広
島
大
学
教
育
学
部
「
高
校
教
育
講
座
」

(
1
九
九
二
・
1
〇
・
三
1
)
　
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
、
加

筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
-
　
拙
稿
「
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ
け
る
小
説
の
授
業
-
r
城
の
崎

に
て
.
〓
『
蛇
㌢
「
赤
蛙
』
を
比
較
し
評
価
す
る
-
」

(
『
国
語
教
育
研
究
　
第
三
十
七
号
』
　
平
成
六
・
三
)

注
2
　
黒
田
三
郎
r
詩
の
作
り
方
j
　
(
明
治
書
院
　
昭
和
四
四
・
二
)

の
冒
頭
の
章
「
詩
と
の
出
会
い
」
よ
り

(
岡
山
県
立
総
社
高
等
学
校
)
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