
展

望

言
葉
に
詩
が
宿
る
と
き

三
沢
左
右

春
の
夜
の
夢
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
わ
か

る
る
よ
こ
ぐ
も
の
空

藤
原
定
家
・
春
上

露
は
ら
ふ
ね
ざ
め
は
秋
の
昔
に
て
見
は
て
ぬ
夢

に
の
こ
る
お
も
か
げ

俊
成
卿
女
・
恋
四

﹁
新
古
今
和
歌
集
﹂
の
二
首
︒
ど
ち
ら
も
語
の
斡

旋
が
優
美
で
︑
言
外
の
情
感
の
豊
か
さ
が
見
事
だ
︒

技
巧
が
洗
練
さ
れ
︑
同
時
に
形
式
化
の
道
を
た
ど

っ
た
古
典
和
歌
︒
言
葉
の
用
い
方
に
は
先
例
が
何
よ

り
も
重
視
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
和
歌
に
比
べ
る
と
︑

現
代
短
歌
は
格
段
に
自
由
だ
︒
し
か
し
そ
の
自
由
の

中
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
自
身
の
言
葉
を
短

歌
と
い
う
作
品
に
昇
華
す
れ
ば
よ
い
の
か
︒

千
葉
優
作
の
第
一
歌
集
﹃
あ
る
は
な
く
﹄
を
読
ん

だ
︒
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
新
古
今
和
歌
集
﹂
収
録
の

小
野
小
町
の
一
首
か
ら
採
用
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑

各
章
の
初
め
に
も
和
歌
が
引
用
さ
れ
る
︒
古
典
和
歌

の
詩
情
を
変
奏
し
て
現
代
短
歌
に
響
か
せ
よ
う
と
い

う
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
意
図
は
︑
た
と
え

ば
次
の
一
首
の
﹁
春
の
夜
﹂
と
い
っ
た
語
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

春
の
夜
の
柱
時
計
の
ね
ぢ
を
巻
き
貝
に
生
ま
れ

た
や
う
な
さ
び
し
さ

し
か
し
千
葉
は
同
時
に
︑
現
代
短
歌
の
抒
情
も
自

分
の
も
の
に
し
て
︑
あ
ざ
や
か
に
表
現
す
る
︒

春
は
も
う
ぼ
く
を
忘
れ
て
し
ま
ふ
か
ら
と
て
も

し
づ
か
な
倒
立
だ
ら
う

泣
い
た
あ
と
し
づ
か
に
顔
を
拭
ふ
朝
あ
な
た
は

冬
の
け
や
き
に
も
ど
る

喩
や
象
徴
を
真
正
面
か
ら
実
景
に
対
峙
さ
せ
る
の

で
は
な
く
︑
言
葉
を
挿
し
込
む
角
度
を
か
す
か
に
変

え
る
こ
と
で
︑
隠
れ
て
い
た
言
葉
の
響
き
合
い
を
読

者
に
気
づ
か
せ
る
点
に
︑
現
代
短
歌
の
特
徴
が
あ
る

と
私
は
考
え
る
︒

一
見
詩
的
で
な
い
言
葉
を
詩
に
転
換
す
る
技
巧
が

冴
え
る
一
首
目
︒
上
の
句
と
関
連
が
薄
い
﹁
倒
立
﹂

へ
の
飛
躍
が
喪
失
感
を
見
事
に
表
現
す
る
︒
順
接

﹁
か
ら
﹂
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
︒
二
首
目
︑
下

の
句
の
﹁
冬
の
け
や
き
﹂
に
至
っ
て
︑
読
者
の
心
中

に
は
上
の
句
の
﹁
泣
い
た
﹂
﹁
し
づ
か
﹂
﹁
朝
﹂
と
い

う
情
景
の
輪
郭
が
際
立
つ
︒
豊
か
な
語
彙
を
土
台
に
︑

意
味
と
情
感
の
接
点
を
あ
ざ
や
か
に
詩
に
す
る
︑
繊

細
な
感
覚
の
作
者
だ
︒

春
日
い
づ
み
の
第
五
歌
集
﹃
地
球
見
﹄
は
︑
ま
た

全
く
手
触
り
が
異
な
る
︒
春
日
作
品
は
︑
題
材
は
豊

富
な
も
の
の
︑
決
し
て
語
彙
が
豊
富
な
わ
け
で
は
な

い
︒
春
日
の
持
ち
味
は
︑
ひ
と
つ
の
主
題
や
出
来
事

を
一
首
か
ら
手
放
さ
な
い
粘
り
強
さ
だ
︒
素
直
な
言

葉
選
び
で
︑
出
来
事
や
感
情
の
帰
結
を
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
一
首
に
込
め
る
︒

朝
が
あ
り
夕
べ
が
あ
り
て
わ
が
庭
に

柿
の
実

に
は
か
に
色
づ
き
始
む

エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
の
温
も
り
の
あ
る
第
九
聴

き
こ
こ
ろ
の
煤
を
払
ふ
歳
晩

時
間
の
推
移
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
す
る
趣
の
一

首
目
︒
作
者
と
読
者
の
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
詠

ま
れ
た
こ
の
歌
は
︑
歌
集
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
︒

第
九
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
詠
ん
だ
季
節
感
あ
ふ
れ
る
二

首
目
︒
言
葉
を
飛
躍
さ
せ
る
こ
と
な
く
︑
﹁
温
も
り
﹂

﹁
煤
を
払
ふ
﹂
と
詠
む
こ
と
で
感
動
を
丹
念
に
描
き

上
げ
る
︒

グ
ェ
ン
･ホ
ン
･セ
ン
監
督
『無
人
の
野
』ベ
ト
ナ
ム

飛
機
去
り
て
水
の
中
よ
り
引
き
上
げ
し
ポ
リ
袋

よ
り
乳
飲
み
子
の
声

映
画
の
シ
ナ
リ
オ
の
採
録
と
い
う
仕
事
に
長
年
携

わ
っ
て
き
た
作
者
の
︑
映
画
を
題
材
と
し
た
一
連
は

圧
巻
だ
︒
そ
の
中
の
一
首
︒
た
っ
た
一
つ
の
場
面
を

細
や
か
に
描
写
す
る
こ
と
で
︑
感
動
の
源
泉
が
読
者

に
提
示
さ
れ
る
︒
詩
的
な
語
の
喚
起
力
に
頼
ら
な
い
︑

感
動
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
自
体
の
力
を
再
認
識
さ
せ

る
作
品
群
だ
︒
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