
１
は
じ
め
に

詩
は
言
語
の

�

極
北

�で
す
。
そ
れ
は
、
表
現
の
価
値
と
し
て
の

文
学
と
い
う
と
き
も
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
「
少
年
詩
」
の
ば
あ
い

に
も
そ
れ
は
同
断
、
た
だ
想
定
さ
れ
る
読
者
と
い
う
対
象
の
相
違
と

い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
子
ど
も
自
身
が
書
く
「
児
童
詩
」
の
ば
あ
い

は
、
そ
こ
で
の
詩
の
言
葉
が
文
学
以
前
で
、
そ
の
意
味
で
は
同
列
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
学
の
前
駆
体
で
は
あ
り
ま
す
が
。
し
た
が
っ
て

「
少
年
詩
」
と
の
対
比
と
し
て
は
「
童
話
」
を
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば

い
い
わ
け
で
、
そ
の
児
童
文
学
と
し
て
の
「
詩 ポ
エ
ム」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詩
は
、
「
散
文
」
と
し
て
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
書
き
だ
し
き
れ
な

い
、
内
的
な
思
い
を
表
現
し
ま
す
。
ま
た
、
目
に
は
見
え
な
い
も
の

を
心
の
眼
で
視
て
、
そ
れ
を
散
文
と
は
違
う
言
葉
で
書
き
だ
す
、
と

い
う
こ
と
も
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
「
言
語
」
を
超
え
て
い
る
の
で

す
。
「
意
識
」
を
も
「
論
理
」
を
も
。
現
代
詩
の
ば
あ
い
「
倫
理
」

を
さ
え
も
。
端
的
な
表
現
で
そ
れ
を
い
う
と
「
超

�言
語
」
「
超

�

意
識
」「
超

�論
理
」「
超

�倫
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、

「
超
え
る
」
と
い
う
「
超
越
」
の
意
味
で
い
う
な
ら
、
宗
教
と
似
て

い
る
、
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
の
表
現
に
は

言
語
を
も
っ
て
す
る

�

と
い
う
こ
と
を
除
い
て
。
「
少
年
詩
」
の

ば
あ
い
、
そ
れ
を
「
子
ど
も
」
に
向
け
、
「
子
ど
も
」
を
直
接
の
読

者
対
象
と
し
て
想
定
す
る
、
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
け
れ
ど
も
。
で
す
か
ら
「
超

�倫
理
」
の
分
は
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
他
は
全
て
現
代
詩
と
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

２
「
少
年
詩
」
と
い
う
言
葉
（
表
現
）
が
使
わ
れ
た
の
は
、

い
つ
の
頃
か
ら
で
す
か
？

ど
の
「
児
童
文
学
」
の
ジ
ャ
ン
ル
も
が
、
お
と
な
の
文
学
の
派
生

と
し
て
生
ま
れ
で
て
い
る
よ
う
に
、「
少
年
詩
」
も
ま
た
同
じ
で
す
。

そ
し
て
こ
こ
で
い
う
「
お
と
な
の
詩
」
と
は
「
新
体
詩

し
ん
た
い
し

」
で
す
。
明

治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
、
『
新
体
詩
抄
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
た

「
泰
西

た
い
せ
い

の
ポ
エ
ト
リ
ー
」
す
な
わ
ち
西
欧
か
ら
の
導
入
詩
で
、
在
来

の
伝
統
的
短
詩
型
文
学
と
は
異
な
る
新
文
学
運
動
と
し
て
の
詩
な
の

で
す
。
で
す
か
ら
「
童
謡
」
と
は
全
く
の
別
系
列
で
す
。
「
童
謡
」

が
、
「
童
唄

わ
ら
べ
う
た」
や
「
子
守
り
唄
」
を
源
流
と
し
て
い
る
の
と
は
違
っ

て
。
「
童
謡
」
の
ば
あ
い
は
、
歌
う
こ
と
を
前
提
に
創
ら
れ
て
い
る
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生


