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詩
を
学
ぶ
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
い
は
︑
思
索

的
な
幾
多
も
の
学
生
た
ち
の
頭
を
あ
る
時
期
一
度
は
よ
ぎ
っ
た
こ
と
の
あ
る

問
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
文
学
研
究
者
た
ち
に
対
し
て
挑
発
的
な
同
業
者
た

ち
︑
お
そ
ら
く
自
身
の
研
究
分
野
が
社
会
の
実
益
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
る
︑

ま
た
は
デ
ー
タ
に
突
き
動
か
さ
れ
研
究
を
行
う
研
究
者
た
ち
か
ら
︑
時
折
浴

び
せ
か
け
ら
れ
る
質
問
で
も
あ
る
︒
二
〇
一
五
年
に
日
本
政
府
が
国
立
大
学

に
課
し
た
難
題
︑
す
な
わ
ち
﹁
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
さ
ら
に
見
据
え
た（

1
）

﹂
人
文

系
の
学
部
の
見
直
し
に
つ
い
て
ま
わ
る
問
い
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
︒

　
こ
の
問
い
に
対
し
て
﹃
日
本
の
詩
と
公
衆
﹄
が
出
し
た
答
え
は
︑
複
雑
か

つ
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
答
え
を
短
く
ま
と
め
抽
出
す
る

な
ら
ば
︑﹁
詩
に
は
一
般
人
の
関
心
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑
社
会
に
影
響
を

及
ぼ
す
力
が
あ
る
﹂
と
い
っ
た
サ
ウ
ン
ド
・
バ
イ
ト
（
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
標

語
的
な
フ
レ
ー
ズ
）
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑﹁
言
葉
は
︑
支
配
形
態

に
従
う
︑
ま
た
は
闘
う
た
め
に
︹
︙
︺
人
々
を
行
動
に
駆
り
立
て
︑
自
身
の

世
界
を
特
定
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
捉
え
る
よ
う
結
束
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
意

味
作
用
の
表
象
で
あ
る（

2
）

﹂
と
い
う
︑
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
よ
る

言
説
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
説
明
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒

　﹃
日
本
の
詩
と
公
衆
﹄
の
全
体
と
し
て
の
目
的
は
︑
台
湾
で
制
作
さ
れ
た
日

本
語
の
詩
歌
を
︑
権
力
と
ア
イ
デ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
植
民
地
主
義
お
よ
び

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
言
説
︑
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
環
境
批
評
や
メ

デ
ィ
ア
理
論
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
の
可
能
な
︑
洗
練
さ
れ
た
解
釈
の
枠
組

み
に
関
連
・
位
置
付
け
る
こ
と
に
あ
る
︒
著
者
の
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
・

ブ
リ
ン
ク
は
︑
詩
歌
は
政
治
的
レ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
へ
の
転
用
・

使
用
が
可
能
と
の
主
張
を
展
開
す
る
︒
そ
し
て
︑
多
様
か
つ
動
的
な
ポ
ス
ト

書 

評デ
ィ
ー
ン
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ブ
リ
ン
ク

﹃ 
日
本
の
詩
と
公
衆
︱
︱
植
民
地
台
湾
か
ら
3
・
11
ま
で
﹄
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コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
︑
過
去
と
現
在
の
不
正
に
対
す
る
民
主

主
義
的
抵
抗
︑
そ
し
て
脱
構
造
主
義
者
た
ち
が
﹁
享
楽
﹂（jouissance

）
と
呼

ぶ
過
剰
な
快
楽
中
心
主
義
の
一
種
を
表
現
す
る
の
に
も
利
用
が
可
能
だ
と
論

じ
る
︒
詩
歌
は
そ
れ
ゆ
え
︑
単
純
な
芸
術
的
抽
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で

な
く
︑
む
し
ろ
社
会
や
政
治
を
具
体
化
し
︑
互
い
に
依
存
す
る
言
語
機
能
で

構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
短
歌
や
俳
句
︑
川
柳
な
ど
の
日
本
の
伝
統

的
な
詩
の
形
式
は
︑
間
テ
ク
ス
ト
性
の
様
々
な
母
型
に
依
存
し
て
お
り
︑
特

に
そ
れ
ら
が
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
詩
人
た
ち
の
手
に
か
か
る
と
︑

社
会
批
評
の
ツ
ー
ル
と
し
て
並
外
れ
た
可
能
性
を
発
揮
す
る
の
だ
︒

　
本
著
は
全
六
章
か
ら
成
り
︑
加
え
て
謝
辞
や
序
章
︑
詩
歌
の
参
考
資
料
︑

索
引
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
章
・
第
二
章
は
︑
台
湾
に
お
け
る
帝
国
主

義
下
の
事
業
を
支
援
す
る
た
め
︑
日
本
の
古
典
の
詩
型
を
通
し
て
展
開
さ
れ

た
間
テ
ク
ス
ト
性
の
母
型
に
関
す
る
ブ
リ
ン
ク
の
主
張
の
解
説
に
始
ま
る
︒

第
一
章
で
は
︑
植
民
地
に
お
け
る
自
然
を
仮
想
化
し
︑
日
本
に
よ
る
本
島
の

領
有
を
記
号
化
す
る
手
段
と
し
て
の
︑
季
語
や
歌
枕
な
ど
を
含
む
日
本
の
古

典
的
な
比
喩
表
現
や
修
辞
法
の
様
々
な
応
用
︑
脚
色
を
描
き
出
し
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
︑
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
日
本
語
詩
人
た
ち
が
自
身
を

位
置
付
け
る
の
に
用
い
た
複
雑
な
力
学
や
間
テ
ク
ス
ト
性
の
枠
組
み
を
︑
新

聞
に
掲
載
さ
れ
た
正
月
の
詩
歌
の
事
例
研
究
を
通
じ
て
探
究
し
て
い
る
︒
非

伝
統
的
な
環
境
に
お
け
る
伝
統
的
な
詩
型
に
支
え
ら
れ
た
間
テ
ク
ス
ト
性
の

様
々
な
母
型
の
活
用
が
拓
き
得
る
可
能
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
︑
植
民

地
時
代
の
文
脈
に
お
け
る
日
本
の
詩
歌
を
学
び
︑
研
究
す
る
意
義
の
確
固
た

る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
本
書
の
軸
と
な
る
主
張
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

　
第
三
章
で
も
引
き
続
き
︑
日
本
側
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お

い
て
︑
伝
統
的
な
詩
の
形
式
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
こ

こ
で
は
︑
最
悪
を
極
め
た
対
中
・
対
ア
ジ
ア
侵
略
期
︑
す
な
わ
ち
太
平
洋
戦

争
前
夜
か
ら
そ
の
戦
中
期
に
至
る
ま
で
を
取
り
上
げ
︑
何
名
か
の
詩
人
の
作

品
の
分
析
を
通
じ
て
︑
植
民
地
計
画
に
間
テ
ク
ス
ト
性
の
網
が
拓
き
得
る
可

能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
新
移
民
排
斥
主
義
者
の
詩
人
の
一

部
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
作
品
の
神
話
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
考
察
を
通
じ
て
︑
そ

の
帝
国
主
義
に
ま
つ
わ
る
情
動
的
な
語
り
を
生
成
し
︑
支
え
得
る
可
能
性
に

つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
︒

　
第
四
章
・
第
五
章
は
︑
戦
後
期
に
お
け
る
台
湾
歌
壇
の
活
動
を
調
べ
上
げ

た
優
れ
た
二
章
と
な
っ
て
い
る
︒
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
一
部
は
︑
著
者
自

身
が
歌
壇
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
考

察
は
︑
最
初
は
日
本
人
に
︑
そ
し
て
後
に
は
中
国
国
民
党
に
よ
り
各
々
の
関

心
が
周
縁
化
さ
れ
た
日
本
語
教
育
を
受
け
た
創
設
メ
ン
バ
ー
か
ら
︑
取
り
入

れ
ら
れ
た
日
本
語
の
声
を
通
し
て
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る

若
い
世
代
の
台
湾
人
に
い
た
る
ま
で
︑
戦
後
期
に
台
湾
に
根
ざ
し
た
歌
人
た

ち
の
共
同
体
が
多
様
性
に
富
ん
で
い
た
と
い
う
理
解
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
︒

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
提
唱
し
た
﹁
遠
距
離
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
﹂（p. 138

）
の
よ
う
な
解
釈
の
枠
組
み
を
想
起
さ
せ
る
第
五
章
は
︑
3
・
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11
以
降
に
創
作
さ
れ
た
詩
歌
を
特
に
重
点
的
に
考
察
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

台
湾
歌
壇
に
関
す
る
章
で
浮
上
し
︑
十
分
な
答
え
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い

疑
問
に
は
︑
よ
り
若
い
世
代
の
︑
つ
ま
り
真
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
世
代
に

よ
る
日
本
語
で
の
創
作
意
義
に
関
す
る
問
い
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
第
六
章
は
︑
日
本
や
台
湾
︑
そ
し
て
そ
の
他
の
言
語
の
詩
歌
を
専
門
と
す

る
ブ
ロ
グ
を
開
設
し
た
詩
人
に
関
す
る
二
つ
の
事
例
研
究
を
通
し
て
︑
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
︑
そ
し
て
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
的
な
修
辞
の
仕
掛
け
に
お
け
る
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
の
再
交
渉
に
関
す
る

記
述
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
章
で
は
︑
そ
れ
ま
で
の
章
で
明
ら
か
に

さ
れ
た
創
作
母
体
（
マ
ト
リ
ク
ス
）
の
接
触
面
の
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
︑
ポ
ス

ト
ヒ
ュ
ー
マ
ン
を
も
そ
の
考
察
対
象
範
囲
に
入
れ
て
い
る
︒

　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
代
に
お
け
る
政
治
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
﹃
日
本
の
詩
と
公
衆
﹄
は
︑
そ
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
率
直
に
伝

え
て
い
る
︒
あ
ら
ゆ
る
覇
権
者
は
︑
真
っ
向
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
も
の
だ
と
︒

例
え
ば
︑
一
九
三
〇
年
代
︱
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
軍
の
侵
略
に

つ
い
て
︑
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
私
は
︑
日
本
の
中
国
で
の
戦
争
は
︑

残
虐
か
つ
隙
あ
ら
ば
つ
け
入
ろ
う
と
す
る
帝
国
主
義
者
が
︑
内
戦
や
多
数
の

帝
国
主
義
者
た
ち
に
よ
り
弱
体
化
し
た
国
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と

の
本
多
勝
一
の
見
方
に
同
意
す
る
﹂（p. 92

）
と
︒
台
湾
の
政
治
家
た
ち
も
︑

時
折
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
る
︒﹁
連
勝
文
は
︑
ア
メ
リ
カ
型
の
新
自
由
主
義

金
権
政
治
と
中
台
間
の
経
済
統
合
の
両
方
に
突
き
進
む
中
︑
人
々
の
ニ
ー
ズ

に
耳
を
傾
け
な
く
な
っ
た
中
国
国
民
党
へ
の
反
感
に
よ
り
選
挙
に
敗
れ
た
﹂

（p. 121

）
と
著
者
は
述
べ
る
︒
同
じ
く
3
・
11
以
後
︑﹁
原
子
力
の
利
益
を
守

る
た
め
﹂（p. 140

）
に
動
い
た
日
本
の
政
権
も
︑
そ
し
て
﹁
搾
取
的
か
つ
利

権
に
執
着
し
た
﹂（p. 141

）
東
京
電
力
の
行
い
も
︑
そ
の
厳
し
い
批
判
に
晒

さ
れ
て
い
る
︒

　
今
日
の
自
由
民
主
主
義
に
お
い
て
︑
植
民
地
を
拡
大
し
た
時
期
の
日
本
政

府
の
行
い
に
関
す
る
著
者
の
意
見
に
︑
異
議
を
唱
え
る
人
は
ほ
ぼ
い
な
い
こ

と
だ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
本
書
の
率
直
な
意
見
の
示
し
方
は
︑
時
に
過
剰
な

一
般
化
に
向
か
う
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
︑
テ
ク
ス
ト
︑
す
な
わ
ち
詩
歌
の
主

な
テ
ー
マ
の
解
釈
に
も
影
響
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
第
一
章
で
は
︑
徳
川
時

代
の
日
本
は
﹁
中
国
の
影
に
怯
え
て
い
た
﹂（p. 24

）
と
あ
り
︑
ま
た
国
学
に

刺
激
を
受
け
た
日
本
の
詩
の
力
の
優
位
性
に
関
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
﹁
や
や

虚
勢
を
張
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
﹂（p. 24

）
と
の
主
張
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら

ば
︑﹁
台
湾
で
は
は
る
か
に
優
れ
た
漢
詩
を
中
国
人
が
創
作
し
て
い
た
た
め
﹂

( p. 25)

と
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
還
元
主
義
的
な
見
方
に
は
問
題
が
あ

る
︒
中
国
人
で
あ
れ
ば
︑
日
本
人
よ
り
﹁
優
れ
た
﹂
漢
詩
や
漢
文
を
書
く
と

い
う
考
え
方
自
体
が
︑
民
族
主
義
的
な
言
論
に
よ
り
形
作
ら
れ
た
も
の
で
︑

こ
の
種
の
テ
ク
ス
ト
の
学
識
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
︒
本
書
で
著
者
は
︑
当

然
の
こ
と
な
が
ら
一
貫
し
て
︑
日
本
語
で
詩
作
す
る
台
湾
人
た
ち
に
対
す
る

逆
差
別
に
異
を
唱
え
る
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
︒

　
同
様
に
︑
第
二
章
に
お
け
る
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
現
地
の
台
湾
詩
人
に
よ
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る
南
京
攻
略
戦
の
追
悼
詩
の
扱
い
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
説
明
が
答
え
る
以
上

に
多
く
の
疑
問
が
生
じ
る
︒
ブ
リ
ン
ク
に
よ
り
﹁Even pine decorations are 

stood up/ to face the flag of the rising sun onto the N
anjing W

all

（
門
松
さ

え
も
立
ち
上
が
る
／
南
京
城
壁
に
昇
る
日
の
丸
を
見
上
げ
る
た
め
に
）﹂
と
英
訳
さ

れ
た
こ
の
詩
で
は
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
任
命
さ
れ
た
通
り
想
像
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
を
演
じ
る
も
の
と
す
る
持
ち
前
の
傲
慢
な
ユ
ー
モ
ア
﹂
を
表
し
て
い
る

と
い
う
︒
さ
ら
に
説
明
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
︒﹁
そ
れ
ゆ
え
門
松
は
︑
台
湾

人
に
ま
で
も
体
現
さ
せ
る
傲
慢
さ
と
︑
口
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
暴
力
の

罪
と
の
両
方
を
反
映
し
︑
こ
の
詩
に
お
い
て
不
気
味
な
存
在
感
を
帯
び
て
い

る
﹂（p. 75

）︒
だ
が
︑
い
つ
ど
こ
で
そ
の
門
松
は
︑
こ
う
し
た
不
気
味
な
存

在
感
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
今
日
の
台
湾
に
お
い
て
そ
の

詩
を
受
容
す
る
際
に
生
じ
た
も
の
な
の
か
︒
あ
る
い
は
一
九
三
八
年
時
点
で

生
じ
た
も
の
な
の
か
︒
詩
人
ま
た
は
読
者
は
︑
そ
の
た
っ
た
数
週
間
前
に
︑

そ
れ
ら
の
罪
が
犯
さ
れ
た
こ
と
を
果
た
し
て
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
著

者
は
こ
の
最
後
の
疑
問
を
答
え
ず
に
い
る
が
（p. 73

）︑
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
は

重
要
な
問
い
で
あ
る
︒
南
京
虐
殺
で
の
許
し
難
い
現
実
を
﹁
傲
慢
に
﹂
歪
め

た
も
の
と
し
て
こ
の
詩
を
言
い
表
す
の
は
︑
我
々
が
現
在
知
る
残
酷
な
真
実

の
一
部
を
そ
の
詩
人
が
内
々
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

　
結
論
と
し
て
は
︑
本
書
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
く
︑
中
で
も
詩
歌
が
（
時

に
は
腐
敗
し
た
）
政
治
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
も
つ
れ
に
お
い
て
も
尚
︑
繁
栄

し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
︑
本
書
の
最
も
重
要
な
貢
献
と
い
え
よ

う
︒
こ
の
点
に
お
い
て
本
書
は
︑
ジ
ハ
ー
ド
主
義
系
テ
ロ
リ
ス
ト
団
の
レ
ト

リ
ッ
ク
に
お
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
の
詩
の
伝
統
が
果
た
す
役
割
を
浮
き
彫
り
に

し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ケ
ン
ダ
ル
に
共
鳴
す
る
よ
う
な
研
究
で
も
あ
る
︒
詩
歌

の
言
語
と
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
密
な
関
係
に
焦
点
を
あ
て
た
﹃
日
本
の
詩
と
公

衆
﹄
は
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
の
力
を
明
ら
か
に
し
︑
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
︑
そ
の

力
が
用
い
ら
れ
た
先
に
も
ま
た
︑
意
識
を
向
け
て
い
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
言
論
の
支
持
︑
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
抵
抗
か
ら
芸
術
を
評
価

す
る
か
否
か
を
選
択
す
る
力
は
︑
そ
の
批
評
家
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
︒
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