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青
春
の
「
意
識
の
流
れ
」
を
詩
作
化
し
た
人

　

星
野
明
彦
詩
集

　
『
い
の
ち
の
に
っ
き

―
愛
と
青
春
を
見
つ
め
て
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　

人
は
な
ぜ
詩
を
書
き
始
め
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い

に
簡
単
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
星
野
明
彦
さ

ん
の
詩
を
読
み
始
め
る
と
、
一
人
の
若
者
が
な
ぜ
詩
を
求

め
書
き
始
め
る
の
か
が
自
ず
と
分
か
っ
て
く
る
。
そ
の
意

味
で
こ
の
詩
集
に
は
、
詩
に
取
り
憑
か
れ
る
若
者
の
精
神

と
身
体
の
生
体
解
剖
を
リ
ア
ル
に
目
撃
す
る
よ
う
な
驚
き

を
感
ず
る
。
星
野
さ
ん
は
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
こ
の

五
一
五
篇
に
も
な
る
長
篇
連
詩
を
二
十
二
歳
か
ら
一
年
半

ほ
ど
で
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に

そ
の
後
は
、
き
っ
ぱ
り
と
詩
作
を
止
め
て
、
大
学
の
教
員

に
な
り
、
英
文
学
の
研
究
や
英
語
教
育
に
専
念
し
て
き
た

と
い
う
。
星
野
さ
ん
は
二
十
代
前
半
で
詩
人
と
し
て
な
す

べ
き
こ
と
を
す
べ
て
成
し
遂
げ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
確

信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
長
篇
連
詩
は
書
き
上
げ
た

当
時
、
高
名
な
詩
人
の
紹
介
で
、
あ
る
出
版
社
に
持
ち
込

ま
れ
た
。
編
集
者
は
こ
の
長
篇
詩
を
抜
粋
し
短
く
し
て
、

若
い
女
性
向
け
に
編
集
し
な
お
せ
ば
、
刊
行
し
て
も
い
い

と
提
案
し
た
ら
し
い
。
星
野
さ
ん
は
そ
の
提
案
を
拒
否
し

て
席
を
立
っ
た
と
い
う
。
た
ぶ
ん
星
野
さ
ん
に
と
っ
て
こ

の
五
一
五
篇
の
一
万
行
を
越
え
る
一
年
半
の
「
意
識
の
流

れ
」
を
書
き
留
め
た
こ
と
が
決
定
的
な
詩
作
行
為
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
『
い
の
ち
の
に
っ
き
』
の

編
集
に
関
し
て
、
単
語
の
間
違
い
な
ど
の
他
、
ほ
と
ん
ど

修
正
な
し
で
収
録
す
る
こ
と
を
星
野
さ
ん
は
決
意
し
た
。

編
集
者
で
あ
る
私
も
星
野
さ
ん
の
青
春
の
「
意
識
の
流

れ
」
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
処
女
詩
集
で
あ

り
な
が
ら
唯
一
の
詩
集
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
長
編
詩
集

を
四
十
年
後
の
今
、
出
そ
う
と
考
え
た
。
星
野
さ
ん
の
若

か
り
し
詩
作
実
験
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
が
本
詩
集

の
目
的
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
の
詩
集
の
特
長
は
、
当
時
の
若
者
の
心
の
移
ろ
い
を

赤
裸
々
に
語
り
、
詩
行
と
詩
的
精
神
の
乖
離
が
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
詩
作
の
原
点
で
あ
る
孤
独
な
魂
と
の
自
問
か

ら
始
ま
り
、
そ
の
自
問
の
主
旋
律
が
、
い
つ
し
か
自
然
と

の
交
感
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
母
の
死
と
、
愛
す
る
人

と
の
対
話
に
転
化
し
て
い
く
。
そ
の
最
も
純
粋
な
青
年
期

に
し
か
聞
く
こ
と
の
出
来
な
い
主
調
音
が
二
重
奏
、
三
重

奏
、
四
重
奏
に
な
り
、
い
つ
し
か
魂
の
旋
律
と
な
り
、
人

生
の
本
質
を
予
感
し
透
視
し
て
し
ま
う
交
響
曲
と
し
て
、

読
む
も
の
の
心
に
響
き
渡
る
の
だ
。

　

星
野
さ
ん
の
こ
の
連
詩
は
ど
の
よ
う
な
詩
的
源
泉
に

よ
っ
て
、
影
響
さ
れ
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
詩

篇
の
中
に
出
て
く
る
宮
澤
賢
治
と
八
木
重
吉
な
ど
の
夭

折
し
た
詩
人
た
ち
が
星
野
さ
ん
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
は
確
か
だ
ろ
う
。
星
野
さ
ん
の
純
粋
な
魂
は
、
賢
治
と

重
吉
に
激
し
く
共
鳴
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
賢
治
は
、
眺

め
ら
れ
た
自
然
の
光
景
す
べ
て
に
自
ら
の
心
情
を
重
ね

て
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
重
吉
も
ま

た
散
策
す
る
雑
木
林
の
光
と
風
に
心
が
琴
の
音
の
よ
う
に

感
応
し
て
い
た
。
そ
ん
な
二
人
の
詩
人
の
詩
的
精
神
が

二
十
一
、二
歳
の
星
野
さ
ん
の
内
面
に
降
り
て
き
た
の
だ

ろ
う
。
と
同
時
に
星
野
さ
ん
は
、
高
校
生
時
代
か
ら
イ
ギ

リ
ス
の
詩
や
小
説
を
原
書
で
読
ん
で
い
た
と
い
う
。
星
野

さ
ん
は
学
生
時
代
に
海
水
浴
を
し
た
後
に
、
木
陰
の
下
や

図
書
館
の
片
隅
で
英
語
の
原
書
の
世
界
に
入
り
込
ん
で

い
っ
た
。
特
に
心
惹
か
れ
て
い
た
の
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

や
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
だ
っ
た
そ
う
だ
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
自

伝
的
長
詩
『
序
曲
』
な
ど
の
若
者
の
心
を
描
い
た
詩
篇
が

星
野
さ
ん
の
心
身
に
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ

ス
の
民
衆
が
語
り
継
い
で
き
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
童
謡

詩
の
リ
ズ
ム
感
と
深
い
知
恵
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
だ

の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
星
野
さ
ん
は
日
本
と
イ
ギ
リ
ス

の
詩
人
た
ち
の
最
も
良
質
な
詩
的
精
神
を
自
ら
の
も
の
に
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わ
た
し
は

入
っ
て
ゆ
け
な
い

　

こ
の
冒
頭
の
三
連
の
静
か
ら
動
に
飛
躍
し
て
い
く
リ
ズ

ム
や
場
面
の
展
開
に
、
若
き
星
野
さ
ん
の
詩
的
精
神
の
在

り
か
が
見
え
て
く
る
。
一
連
目
の
「
夕
暮
れ
の
海
を
／
ひ

と
り
で
／
し
ず
か
に
／
あ
ゆ
む
」
は
、
世
俗
の
欲
望
を
捨

て
八
木
重
吉
が
散
策
し
な
が
ら
、
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
に

感
謝
を
捧
げ
て
い
る
よ
う
な
敬
虔
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く

れ
る
。
二
連
目
の
「
ふ
と
／
目
の
前
を
／
照
り
つ
け
る
／

赤
い
も
の
に
向
か
っ
て
／
思
い
っ
き
り
駆
け
て
み
る
」
は
、

宮
沢
賢
治
が
自
然
と
交
感
し
そ
れ
と
一
体
化
し
て
し
ま
う

よ
う
な
衝
動
や
高
貴
な
行
動
力
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

ま
た
三
連
目
の
「
あ
あ
／
い
つ
ま
で
も
／
砂
は
尽
き
な
い

／
走
ろ
う
と
走
ろ
う
と
／
そ
の
あ
た
た
か
い
も
の
の
中
に

／
わ
た
し
は
入
っ
て
ゆ
け
な
い
」
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が

イ
ギ
リ
ス
の
自
然
観
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
で
勝
ち
得
た

人
類
の
民
主
主
義
の
理
想
社
会
の
二
重
性
を
詩
の
中
で
抱

え
込
ん
だ
よ
う
に
、
日
本
が
戦
後
社
会
で
高
度
成
長
に
向

う
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
青
春
を
送
っ
た
若
者
の
無
限
の

理
想
と
現
実
へ
の
違
和
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら

れ
る
。
ま
た
三
人
の
詩
人
た
ち
の
聖
な
る
も
の
や
無
限
な

る
も
の
へ
の
激
し
い
憧
れ
が
、
こ
の
冒
頭
の
詩
篇
の
根
底

に
流
れ
て
い
る
。
映
像
的
で
あ
り
な
が
ら
も
純
粋
な
主
調

音
が
根
底
に
流
れ
て
、
感
受
性
の
鋭
い
若
者
の
表
層
の
心

と
有
限
な
人
間
存
在
の
悲
し
み
の
深
層
が
交
じ
り
合
っ
て
、

こ
れ
ら
の
詩
篇
は
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
い
の
ち
の
に
っ
き
』「（
一
）

―
夕
暮
れ
に
魅
せ
ら

れ
て　

１
―
７
９
」
は
、
青
年
が
外
界
の
景
色
を
こ
の
世

で
始
め
て
み
る
よ
う
な
新
鮮
な
気
持
ち
で
眺
め
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
外
界
の
美
し
さ
を
発
見
し
た

思
い
が
、「
意
識
の
流
れ
」
と
な
っ
て
次
々
と
詩
篇
が
生

ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て
い
つ
し
か
精
神
が
純
粋
さ
に
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
思
い
を
読
む
も
の
に
感
じ
さ
せ
て
く

し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
遍
歴
の
果
て
に
こ
の
五
一
五
篇
の

連
詩
が
二
年
足
ら
ず
の
内
に
書
か
れ
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。

　
『
い
の
ち
の
に
っ
き
』
の
本
体
は
五
一
五
篇
の
短
詩
で

あ
る
「
い
の
ち
の
に
っ
き
」
七
章
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
の
後
に
「
補
遺　

い
の
ち
の
に
っ
き
以
前
」
の
二
十
四

篇
が
置
か
れ
て
い
る
。
星
野
さ
ん
に
と
っ
て
そ
の
当
時
最

も
大
切
な
こ
と
は
、
五
一
五
篇
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自

ら
の
内
部
の
「
い
の
ち
」
と
は
何
か
を
見
出
す
こ
と
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
世
界
で
生
き
る
意
味
を
見

出
す
精
神
の
働
き
を
確
認
す
る
試
み
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
一
人
の
若
者
が
世
界
に
出
て
行
く
直
前
に
感
じ
る

様
々
な
た
め
ら
い
や
不
安
や
格
闘
な
ど
、
さ
ら
に
意
識
の

表
層
さ
え
も
が
赤
裸
々
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
「
い
の
ち
の
に
っ
き
（
一
）

―
夕
焼
け
に
魅
せ
ら
れ

て
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　

１
夕
暮
れ
の
海
を

ひ
と
り
で

し
ず
か
に

あ
ゆ
む

ふ
と

目
の
前
を

照
り
つ
け
る

赤
い
も
の
に
向
か
っ
て

思
い
っ
き
り
駆
け
て
み
る

あ
あ

い
つ
ま
で
も

砂
は
尽
き
な
い

走
ろ
う
と
走
ろ
う
と

そ
の
あ
た
た
か
い
も
の
の
中
に
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る
。「（
七
）

―
突
然
の
破
局
を
迎
え
て　

４
１
０
―

５
１
５
」
は
、
母
へ
の
愛
を
重
ね
て
過
剰
な
愛
を
求
め
た

男
か
ら
女
性
が
残
酷
に
離
れ
て
い
き
、
男
の
言
葉
は
空
虚

に
響
い
て
い
く
。
初
恋
が
壊
れ
て
い
く
よ
う
な
痛
み
で
二

人
の
関
係
が
終
わ
る
。

　

星
野
さ
ん
は
青
春
期
の
男
女
の
愛
が
終
わ
る
こ
と
が
、

自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
新
し
い
場
所
に
立
つ
重
要

な
契
機
に
な
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
い

の
ち
の
に
っ
き
」
と
は
、
愛
が
損
な
わ
れ
た
喪
失
感
の
た

だ
中
に
、
真
の
愛
を
見
出
す
可
能
性
を
最
後
に
告
げ
て
も

い
る
の
だ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
を
詩
作
化
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
試
み
だ
っ
た
ろ
う
。

愚
直
に
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
を
激
し
く
問
う
青
春

時
代
の
「
意
識
の
流
れ
」
を
記
し
た
こ
の
詩
集
が
、
現い

ま在

の
若
者
や
年
を
経
て
も
「
い
の
ち
」
を
見
詰
め
る
人
び
と

に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

れ
る
。「（
二
）

―
生
き
る
意
味
に
魅
せ
ら
れ
て　

８
０

―
１
４
５
」
朝
焼
け
夕
焼
け
を
眺
め
て
、
そ
の
色
彩
の
移

り
ゆ
く
美
し
さ
に
驚
き
、
ま
た
女
性
の
美
し
さ
に
も
と
き

め
き
、
さ
ら
に
こ
の
世
に
は
そ
の
よ
う
な
美
し
さ
を
生
み

だ
し
た
神
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
神
と
対

話
し
た
い
と
願
う
の
だ
。
ま
た
、
病
に
倒
れ
た
友
人
を
思

い
や
る
友
情
も
は
か
な
く
美
し
い
。「（
三
）

―
母
の
死

に
遭
っ
て　

１
４
６
―
２
１
８
」
は
、
母
の
闘
病
と
死
を

通
し
て
人
間
存
在
の
儚
さ
を
実
感
す
る
が
、「
母
の
生
」

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
わ
が
母
は
／
ひ
っ
そ
り

と
／
ま
る
で
梅
の
花
の
／
匂
い
を
浮
か
せ
る
／
よ
う
に
し

て
／
世
を
去
っ
た
／
／
ひ
と
り
の
女
の
／
死
と
し
て
は
／

立
派
だ
っ
た
／
あ
れ
ほ
ど
の
人
に
／
惜
し
ま
れ
／
そ
の
人

格
の
円
満
と
／
全
て
に
わ
た
る
公
平
と
／
自
ら
の
死
さ
え

も
／
用
意
し
た
／
思
慮
の
深
さ
を
偲
ば
れ
る
人
で
あ
っ
た

／
世
の
た
め
／
他ひ

と人
の
た
め
／
貧
し
き
者
の
た
め
に
／
尽

く
し
て
や
ま
な
か
っ
た
／
母
！
／
そ
の
母
も
／
今
は
別
世

界
の
／
住ひ

と人
と
な
っ
た
／
／
わ
れ
の
内
に
／
母
の
生
く
る

ぞ
／
よ
く
生
き
よ
わ
れ
」（
１
４
７
よ
り
）。
こ
の
よ
う
に

星
野
さ
ん
は
「
母
の
生
」
を
自
ら
に
宿
し
て
生
き
続
け
よ

う
と
決
意
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「（
四
）

―
友
は
病

臥
し
て　

２
１
９
―
２
６
８
」
で
は
、
才
能
あ
る
男
友
達

が
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
姿
に
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
人

生
の
意
味
を
深
く
思
索
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。「（
五
）

―
エ
ス
さ
ま
わ
た
し
を
導
い
て　

２
６
９
―
３
４
２
」

一
人
の
人
間
と
し
て
、
一
人
の
男
と
し
て
自
分
は
何
者

で
あ
る
か
と
い
う
問
い
を
発
し
、
イ
エ
ス
と
の
対
話
を

試
み
る
。
幾
人
か
の
女
性
に
出
会
い
、
愛
を
深
め
る
こ

と
な
く
別
れ
て
い
く
。
詩
人
は
真
心
の
大
切
さ
を
自
覚

す
る
。「（
六
）

―
愛
の
悦
び
に
震
え
て　

３
４
３
―

４
０
９
」
一
人
の
女
性
に
出
会
い
、
愛
を
覚
え
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
思
い
が
相
手
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
悦
び

に
震
え
る
時
を
過
ご
す
。
ま
た
、
過
剰
な
情
熱
に
よ
っ

て
、
女
性
を
理
想
化
し
始
め
る
危
う
さ
が
記
さ
れ
て
い
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