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昔
は
多
く
の
詩
人
た
ち
が
、
月
を
題
材
に
し
て
詩
を
作
つ
た
。
支
那
で
は

李
白
や
白
楽
天
や
が
、
特
に
月
の
詩
人
と
し
て
有
名
だ
が
、
日
本
で
は
西
行

や
芭
蕉
を
初
め
、
も
つ
と
多
く
の
詩
人
等
が
月
を
歌
つ
た
。
西
洋
で
も
、M

oonlight 

の
月
光
を
歌
つ
た
詩
は
、
東
洋
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
沢
山
あ
る
。
か

う
し
た
多
く
の
月
の
詩
篇
は
、
す
べ
て
皆
そ
の
情
操
に
、
悲
し
い
音
楽
を
聴

く
時
の
や
う
な
、
無
限
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
が
本
質
し
て
居
り
、
多
く
は
失
恋

や
孤
独
の
悲
哀
を
、
そ
の
抒
情
の
背
景
に
揺
曳
さ
せ
て
ゐ
る
。

　
月
と
そ
の
月
光
が
、
何
故
に
か
く
も
昔
か
ら
、
多
く
の
詩
人
の
心
を
傷
心

せ
し
め
た
ら
う
か
。
思
ふ
に
そ
の
理
由
は
、
月
光
の
青
白
い
光
が
、
メ
ラ
ン

コ
リ
ツ
ク
な
詩
的
な
情
緒
を
、
人
の
心
に
強
く
呼
び
起
さ
せ
る
こ
と
に
も
よ
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る
。
だ
が
も
つ
と
本
質
的
な
原
因
は
、
そ
れ
が
広
茫
極
み
な
き
天
の
穹
窿
で
、

無
限
の
遠
方
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
遠
方
に
あ
る

者
は
、
人
の
心
に
一
種
の
憧
憬
と
郷
愁
を
呼
び
起
し
、
そ
れ
自
ら
が
抒
情
詩

の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
遠
方
に
あ

る
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
つ
も
青
白
い
光
を
放
散
し
て
、
空
の
灯
火
の
如
く

煌
々
と
輝
や
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
分
は
、
生
物
の
不
可
思
議
な

本
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
向
火
性
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
考
へ
て
ゐ
る
。

　
獣
類
と
、
鳥
類
と
、
昆
虫
と
の
別
を
問
は
ず
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
生
物
は
、

夜
の
灯
火
に
対
し
て
不
思
議
な
イ
メ
ー
ヂ
と
思
慕
を
持
つ
て
ゐ
る
。
海
の
魚

介
類
は
、
漁
師
の
漁
る
灯
火
の
下
に
、
群
を
な
し
て
集
つ
て
来
る
し
、
山
野

に
生
棲
す
る
昆
虫
類
は
、
人
家
の
灯
火
あ
か
り
や
弧
灯
に
向
つ
て
、
蛾
群
の
羽
ば
た
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き
を
騒
擾
す
る
。
鹿
の
や
う
な
獣
類
で
さ
へ
も
、
遠
方
の
灯
火
に
対
し
て
、

眼
に
一
ぱ
い
の
涙
を
た
た
へ
な
が
ら
、
何
時
迄
も
長
く
凝
視
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
思
ふ
に
彼
等
は
、
夜
の
灯
火
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
、
何

か
の
或
る
神
秘
的
な
あ
こ
が
れ
、
生
命
の
最
も
深
奥
な
秘
密
に
触
れ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
の
、
不
思
議
な
恋
愛
に
似
た
思
慕
エ
ロ
ス
を
感
じ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。

今
日
の
学
者
と
生
物
学
は
、
ま
だ
こ
の
動
物
の
秘
密
を
解
い
て
ゐ
な
い
。
し

か
し
同
じ
動
物
の
一
種
で
あ
り
、
同
じ
生
命
本
能
の
所
有
者
で
あ
る
人
間
、

そ
し
て
最
も
原
始
的
な
宗
教
の
起
原
に
、
民
族
共
通
の
拝
火
教
や
拝
日
教
を

有
す
る
我
等
は
、
自
己
の
主
観
か
ら
臆
測
し
て
、
殆
ん
ど
彼
等
の
心
理
を
想

像
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
飛
ん
で
火
に
焼
か
れ
る
虫
の
心
理
は
、

お
そ
ら
く
彼
等
が
恋
愛
の
高
潮
に
達
し
た
時
や
、
音
楽
の
魅
力
が
絶
頂
に
高
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ま
つ
た
時
や
の
、
あ
の
や
る
せ
な
い
心
の
焦
躁
、
何
物
か
の
認
識
で
き
な
い
、

或
る
メ
タ
フ
イ
ヂ
ツ
ク
な
実
在
の
世
界
に
、
身
も
心
も
投
げ
捨
て
て
し
ま
ひ

た
い
と
思
ふ
時
の
そ
れ
と
、
殆
ん
ど
よ
く
類
似
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
お
そ

ら
く
多
く
の
動
物
は
、
美
し
く
燃
え
る
火
の
な
か
に
、
彼
等
の
生
命
の
起
原

で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
実
在
の
故
郷
を
感
じ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
れ
は

す
べ
て
の
動
物
に
共
通
す
る
、
生
命
本
能
の
最
も
原
始
的
な
神
秘
に
属
し
て

ゐ
る
。
そ
し
て
詩
や
音
楽
や
の
芸
術
は
、
か
か
る
原
始
的
な
生
命
の
秘
密
を
、

経
験
以
前
の
純
粋
記
憶
か
ら
表
象
し
て
、
人
の
本
能
的
な
る
感
性
や
情
緒
に

訴
へ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
月
と
そ
の
月
光
と
が
、
古
来
詩
人
の
心
を
強
く
捉
へ
、
他
の
何
物
に
も
ま

し
て
好
個
の
詩
材
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
夜
天
の
空
に
輝
や
く
灯
火
が
、
人
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間
の
向
火
性
を
刺
戟
し
、
本
能
的
な
リ
リ
シ
ズ
ム
を
詩
情
さ
せ
た
こ
と
は
疑

ひ
な
い
。
西
洋
の
詩
で
は
、
月
と
共
に
星
が
最
も
多
く
歌
は
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
も
や
は
り
同
じ
理
由
に
基
く
の
で
あ
る
。
日
本
の
漢
詩
人
頼
山
陽
は
、

少
年
の
時
に
星
を
見
て
泣
い
た
と
言
は
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
少
年
の
日

に
、
星
を
見
て
情
緒
を
動
か
さ
な
か
つ
た
人
は
、
す
く
な
く
と
も
文
学
者
の

中
に
は
無
い
で
あ
ら
う
。
星
は
月
よ
り
も
光
が
弱
く
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ツ
ク
な

青
白
い
銀
光
が
な
い
。
し
か
し
月
よ
り
も
距
離
が
遠
く
、
さ
ら
に
尚
無
限
の

遠
方
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
一
層
及
び
が
た
い
思
慕
の
郷
愁
を
感
じ
さ

せ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
及
び
が
た
い
も
の
へ
の
思
慕
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ

れ
自
体
が
騎
士
道
の
プ
ラ
ト
ニ
ツ
ク
・
ラ
ヴ
と
関
連
し
て
ゐ
る
。
西
洋
の
抒

情
詩
に
月
よ
り
も
星
の
方
が
多
く
、
星
が
そ
れ
自
ら
恋
愛
の
表
象
と
さ
へ
な
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つ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
も
、
平
安
朝
時
代
の
貴
族

文
化
に
は
、
西
洋
の
騎
士
道
と
や
や
類
似
し
た
も
の
が
あ
つ
た
。
当
時
の
智

識
人
や
武
士
た
ち
は
、
自
分
よ
り
身
分
階
級
の
高
い
所
の
、
所
謂
「
や
ん
ご

と
な
き
」
貴
族
の
姫
君
等
に
対
し
て
、
心
ひ
そ
か
に
思
慕
の
恋
情
を
寄
せ
、

騎
士
道
的
崇
拝
に
似
た
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
て
ゐ
た
。
お
そ
ら
く
彼

等
は
、
そ
の
恋
が
到
底
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
り
、
身
分
ち
が
ひ
の
果
敢
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
自
ら
卑
下
し
て
意
識
す
る
こ
と
で
、
一
層
哀
切

に
や
る
せ
な
い
リ
リ
シ
ズ
ム
を
痛
感
し
、
物
の
あ
は
れ
の
行
き
つ
め
た
悲
哀

の
中
に
、
自
ら
そ
の
詩
操
を
培
養
し
て
居
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
日
本
歌

史
上
に
於
て
、
月
の
歌
が
最
も
多
く
詠
ま
れ
て
ゐ
る
の
は
、
実
に
当
時
の
平

安
朝
時
代
で
あ
つ
た
。
特
に
さ
う
し
た
失
恋
の
動
機
に
よ
つ
て
、
山
野
に
漂
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泊
し
た
と
言
は
れ
る
西
行
に
は
、
就
中
月
の
歌
が
極
め
て
多
く
、
且
つ
そ
れ

が
皆
哀
切
で
や
る
せ
な
い
フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
の
思
慕
を
訴
へ
て
ゐ
る
。

　
か
く
の
如
く
、
月
は
昔
の
詩
人
の
恋
人
だ
つ
た
。
し
か
し
近
代
に
な
つ
て

か
ら
、
西
洋
で
も
日
本
で
も
、
月
の
詩
が
甚
だ
尠
な
く
な
つ
た
。
近
代
の
詩

人
は
、
月
を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
ら
う
か
。
思
ふ
に
そ
れ
に
は
、
い
ろ
い

ろ
な
原
因
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
ま
り
に
数
多
く
、
古
人
に
よ
つ
て
歌

ひ
尽
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
詩
材
を
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
し
た
こ
と
な
ど
も
、

お
そ
ら
く
原
因
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
騎
士
道
精
神
の
衰
退
か
ら
、
フ
エ
ミ
ニ

ズ
ム
や
プ
ラ
ト
ニ
ツ
ク
恋
愛
の
廃
つ
た
こ
と
な
ど
も
、
同
じ
く
そ
の
原
因
の

中
に
入
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
天
文
学
の
発
達
が
、
月
を
疱
瘡
あ
ば
た
面
の
醜ぶ

   

男 

を
と
こ
に
し
、
天
女
の
住
む
月
宮
殿
の
連
想
を
、
荒
涼
た
る
没
詩
情
の
も
の
に
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化
し
た
こ
と
な
ど
も
、
僕
等
の
時
代
の
詩
人
が
、
月
へ
の
思
慕
エ
ロ
ス
を
失
つ
た
こ

と
の
一
理
由
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
も
つ
と
本
質
的
な
原
因
は
、

近
代
に
於
け
る
照
明
科
学
の
進
歩
が
、
地
上
を
あ
ま
り
に
明
る
く
し
す
ぎ
た

為
で
あ
る
。

　
か
つ
て
防
空
演
習
の
あ
つ
た
晩
、
す
べ
て
の
家
々
の
灯
火
が
消
さ
れ
て
、

東
京
市
中
が
真
の
闇
に
な
つ
て
ゐ
た
時
、
自
分
は
家
路
を
た
ど
り
な
が
ら
、

初
め
て
知
つ
た
月
光
の
明
る
さ
に
驚
い
た
。
そ
し
て
満
月
に
近
い
空
の
月
を

沁
々
と
眺
め
入
つ
た
。
そ
の
時
自
分
は
、
真
に
何
年
ぶ
り
で
月
を
見
た
と
い

ふ
思
ひ
が
し
た
。
実
際
自
分
は
田
舎
で
育
つ
た
少
年
の
時
以
来
、
実
に
十
何

年
も
の
久
し
い
間
、
殆
ん
ど
全
く
月
を
忘
れ
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。

「
月
を
忘
れ
て
ゐ
た
」
と
い
ふ
意
味
は
、
何
の
感
動
も
詩
情
も
な
し
に
、
無
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関
心
に
そ
れ
を
見
て
居
た
と
い
ふ
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
自

分
は
久
し
ぶ
り
に
月
を
眺
め
て
、
既
に
長
く
忘
れ
て
ゐ
た
数
多
い
古
人
の
歌

を
思
ひ
起
し
た
。

　
　
　
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
科
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て

　
　
　
月
見
れ
ば
千
々
に
物
こ
そ
悲
し
け
れ
我
身
ひ
と
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね

　
　
　
　
ど

　
　
　
中
庭
地
白
ウ
シ
テ
樹
ニ
鴉
棲
ム
。
冷
露
声
ナ
ク
シ
テ
桂
花
ヲ
湿
ス
。

　
　
　
　
今
夜
月
明
人
尽
ク
望
ム
。
知
ラ
ズ
秋
思
誰
ガ
家
ニ
在
ル
。

　
　
　
独
リ
江
楼
ニ
上
テ
思
ヒ
渺
然
タ
リ
。
月
光
水
ノ
如
ク
水
天
ニ
連
ル
。

　
　
　
　
同
ジ
ク
来
ツ
テ
月
ヲ
翫
ス
ル
人
何
処
ゾ
。
風
景
依
稀
ト
シ
テ
去
年
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ニ
似
タ
リ
。

　
か
う
し
た
古
人
の
詩
歌
が
、
月
に
対
し
て
い
か
に
無
量
の
感
慨
を
寄
せ
て

ゐ
る
か
も
、
そ
の
真
闇
な
都
会
の
夜
に
、
自
分
は
こ
と
珍
ら
し
く
知
つ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
等
の
近
代
人
が
、
月
に
対
し
て
無
関
心
に
な
つ
て
ゐ

た
の
は
、
照
明
科
学
の
進
歩
に
よ
つ
て
、
地
上
が
あ
ま
り
に
明
る
く
な
り
過

ぎ
て
居
た
為
で
あ
つ
た
。
す
べ
て
明
暗
の
関
係
は
対
比
に
よ
る
。
昔
の
人
が

そ
ん
な
に
も
月
に
心
を
ひ
か
れ
た
の
は
、
彼
等
の
住
ん
で
ゐ
る
夜
の
地
上
が
、

甚
だ
閑
寂
と
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
暗
く
寂
し
い
夜
の
曠
野
に
、
遠
く
輝

や
く
灯
を
見
る
時
ほ
ど
、
悲
し
く
な
つ
か
し
い
思
ひ
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

行
灯
や
蝋
燭
の
微
か
な
灯
り
が
、
唯
一
の
照
明
で
あ
つ
た
昔
は
、
平
安
朝
の
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京
都
や
唐
の
長
安
の
都
で
さ
へ
、
お
そ
ら
く
今
人
の
想
像
が
で
き
な
い
ほ
ど
、

寂
し
く
真
闇
な
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
さ
う
し
た
暗
い
地
上
に
、
生
魂
す
だ
ま
や
物

の
化け
と
一
所
に
住
ん
で
ゐ
た
彼
等
に
と
つ
て
、
月
光
が
ど
ん
な
に
明
る
く
、

月
が
ど
れ
ほ
ど
巨
大
に
見
え
た
か
は
想
像
で
き
る
。

　
　
　
月
天
心
貧
し
き
町
を
通
り
け
り

　
と
い
ふ
蕪
村
の
句
で
、
月
が
非
常
に
大
き
な
満
月
の
如
く
印
象
さ
れ
る
の

は
、
周
囲
が
貧
し
い
裏
町
で
あ
り
、
深
夜
の
雨
戸
を
閉
め
た
家
か
ら
、
微
か

な
灯
が
僅
か
に
も
れ
る
ば
か
り
の
、
暗
く
侘
し
い
裏
通
と
対
比
す
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
句
が
も
し
「
月
天
心
都
大
路
を
通
り
け
り
」
だ
つ
た
ら
、
月
が
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非
常
に
小
さ
な
物
に
な
り
、
句
の
印
象
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
ふ
。
実
際
に
銀

座
通
り
を
歩
い
て
ゐ
る
人
々
は
、
空
に
月
が
あ
る
こ
と
さ
へ
も
忘
れ
て
居
る

の
だ
。
と
こ
ろ
が
近
代
で
は
、
都
会
も
田
舎
も
お
し
な
べ
て
電
光
化
し
、
事

実
上
の
都
大
路
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
彼
等
の
詩
人
に
月
が
閑
却
さ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
科
学
は
妖
怪
変
化
と
共
に
、
月
の
詩
情
を
奪
つ
て
し

ま
つ
た
。

　
　
ペ
ル
シ
ア
の
拝
火
教
で
、
人
間
の
霊
魂
が
火
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
説

　
い
て
ゐ
る
の
は
、
生
物
の
向
火
性
と
対
照
し
て
、
興
味
の
深
い
哲
理
を
持

　
つ
て
ゐ
る
。

14月の詩情
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
日
本
の
名
随
筆30

　
宙
」
作
品
社

　
　
　1985
（
昭
和60

）
年4

月25

日
第1

刷
発
行

　
　
　1987

（
昭
和62

）
年8

月10

日
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刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
萩
原
朔
太
郎
全
集
　
第
一
一
巻
」
筑
摩
書
房

　
　
　1977

（
昭
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