
★
第
28
号
（
２
０
１
０
年
12
月
６
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉▽
第
28
回
理
事
会
が
開
れ
た
。こ
の
夏
の
苛
烈
な
暑
さ
の
せ
い
か
、

今
年
の
紅
葉
が
と
り
わ
け
色
鮮
や
か
だ
。
11
月
23
日
（
祭
）、
県
民
会
館
12
階

会
議
室
に
お
い
て
午
前
11
時
よ
り
理
事
会
が
開
か
れ
、
各
事
業
担
当
理
事
よ

り
中
間
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。（
出
席
15
名
、
委
任
状
４
名
）。

▽
新
年
度
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
①
現
在
隔
年
に
出
版
し
て
い
る
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
を
県
の
助
成
金
に
左
右
さ
れ
な
い
で
、毎
年
発
刊
で
き
な
い
か
。②
毎
年

三
月
に
実
施
し
て
き
た
企
画
展
を
来
年
度
あ
た
り
で
ひ
と
区
切
り
を
つ
け
て

は
ど
う
か
。
③
名
誉
会
員
、
顧
問
は
、
役
員
選
挙
の
被
選
挙
権
も
な
く
、
運
営

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
わ
れ
る
現
状
、特
に
名
誉
会
員
制
度
に
つ
い
て
。現
在

会
員
１
８
４
名
の
う
ち
、す
で
に
登
録
さ
れ
て
い
る
22
名
に
加
え
、来
年
度
に

は
さ
ら
に
６
名
が
登
録
さ
れ
る
と
事
務
局
よ
り
報
告
。
会
則
の
見
直
し
が
必

要
と
の
意
見
が
多
数
あ
が
る
。④「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
」の
今
後
の
開
催
に
つ
い

て
も
要
検
討
。

▽
来
年
３
月
15
日
か
ら
20
日
に
予
定
し
て
い
る
企
画
展
は
〈「
蜘
蛛
」
の
仲
間

た
ち
展
〉と
し
、記
念
講
演
会
に
は
伊
勢
田
史
郎
、安
水
稔
和
両
氏
を
招
く
こ

と
な
ど
が
決
議
さ
れ
た
。
▽
同
時
開
催
の
詩
画
展
へ
の
ご
出
品
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、「
ひ
ょ
う
ご
詩
の
現
在
展
」
も
併
催
。

②
〈
報
告
〉
▽
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
２
０
１
０
」
が
開
催
さ
れ
た
。
ま

ず
記
念
講
演
。第
11
回
目
と
な
る「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う

ご
２
０
１
０
」が
兵
庫
県
民
会
館
パ
ル
テ
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た
。午
後
一
時
よ

り
表
彰
式
。第
一
部
は
松
尾
茂
夫
氏
の
司
会
で
進
行
。実
行
委
員
長
三
宅
武
氏

の
挨
拶
に
続
き
、長
年
教
職
に
あ
り
、そ
の
傍
ら
詩
に
情
熱
を
傾
け
て
こ
ら
れ

た
丸
田
礼
子
に
よ
る
講
演「
感
受
性
と
い
う
贈
り
物
」を
聞
い
た
。感
受
性
が

鋭
敏
だ
と
生
き
づ
ら
い
。一
体
感
の
あ
る
人
間
関
係
が
土
台
に
あ
る
と
き
、し

つ
け
は
身
に
つ
い
た
も
の
に
な
る
が
、
子
ど
も
が
大
人
に
不
信
感
を
も
っ
て

い
る
時
は
、逆
効
果
に
し
か
な
ら
な
い
。子
ど
も
は
大
人
の
言
う
こ
と
で
は
な

く
、す
る
事
を
真
似
る
。学
ん
だ
知
識
は
忘
れ
て
も
、幼
少
期
に
心
に
ゆ
た
か

な
思
い
出
や
美
し
い
感
動
体
験
を
豊
富
に
も
っ
て
い
る
と
、
困
難
を
の
り
越

え
る
力
に
な
る
。「
信
念
を
も
っ
て
全
力
投
球
で
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
子
ど
も

た
ち
を
見
守
り
、育
て
て
き
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、子
ど
も
た
ち
に
育
て
ら
れ

て
い
た
と
、現
役
時
代
を
回
顧
し
て
い
た
。途
中
何
度
か
引
用
さ
れ
た
茨
木
の

り
子
の
詩
に
彼
女
が
ど
れ
ほ
ど
共
感
し
、救
わ
れ
た
か
が
、お
話
か
ら
ぴ
ん
ぴ

ん
伝
わ
っ
て
く
る
。「
大
人
に
な
っ
た
っ
て
　
ど
ぎ
ま
ぎ
し
た
っ
て
い
い
ん
だ

な
」と
。そ
の
後
の
懇
親
会
に
は
受
賞
者
を
含
む
20
名
が
残
っ
た
。（
事
務
局
・

玉
井
洋
子
記
）

③
〈
評
論
〉「
君
本
昌
久
の
仕
事
」
季
村
敏
夫
（
別
枠
に
て
表
示
）

④
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
山
の
風
景
」
小
西
た
か
子

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
お
も
ち
ひ
と
つ
で
」
牧
田
榮
子

⑥
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
旅
の
愉
し
み
」
瑞
木
よ
う

⑦
〈
詩
誌
紹
介
　
39
〉「
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
」
を
始
め
る
　
福
井
久
子

二
〇
〇
九
年
の
春
頃
、山
本
美
代
子
さ
ん
、田
中
荘
介
さ
ん
、そ
れ
に
私
の

三
人
で
詩
誌
を
出
さ
な
い
か
と
い
う
話
に
な
り
、お
目
に
か
か
っ
た
り
、電
話

連
絡
を
重
ね
た
り
し
て
、そ
の
年
の
十
一
月
に
発
刊
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。そ

の
経
緯
に
つ
い
て
は「
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
ｌ
Ｓ
」創
刊
号
の
　「
余
材
」の
頁
よ
り
、

そ
の
一
部
を
引
用
す
る
と
、

平
成
10
年
に
「
た
う
ろ
す
」
が
廃
刊
に
な
っ
て
か
ら
、
早
く
も
11
年
が

経
っ
た
。廃
刊
前
後
に
は
、詩
人
た
ち
で
詩
誌
を
出
し
た
い
、出
そ
う
と

い
う
話
も
あ
っ
た
が
、
現
実
と
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
時
が
過
ぎ
た
。
―
―

中
略
―
―
暫
く
は
、考
え
直
す
時
間
、自
己
の
詩
心
の
熟
成
を
う
な
が
す

時
期
と
と
ら
え
て
い
た
が
、や
が
て
ど
な
た
も
発
表
の
場
を
探
し
て
、思
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２
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２
３
年
７
月
１
日
発
行
・
時
里
二
郎
         

兵
庫
県
現
代
詩
協
会

③
君
本
昌
久
の
仕
事

季
村
敏
夫

君
本
昌
久
は
、『
蜘
蛛
』
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
創
刊
号
（
一
九
六
〇
年
）
の
あ

と
が
き
（
九
二
頁
）
に
記
し
て
い
る
。

要
約
す
れ
ば
、六
十
年
安
保
闘
争
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ど
う
背
負
う

か
、
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
検
証
、
そ
し
て
、「
無
名
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
顕
在

化
と
し
て
の
神
戸
詩
史
作
成
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
五
十
年

前
に
君
本
昌
久
が
提
言
し
手
掛
け
、途
絶
し
た
ま
ま
現
在
に
到
っ
て
い
る
神

戸
の
詩
史
に
関
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

二
枚
の
詩
史
、
年
表
が
残
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
篇
と
戦
後
篇
で
あ
る
。
総

力
戦
だ
っ
た
昭
和
の
戦
争
の
敗
亡
を
境
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
篇
は

『
兵
庫
の
詩
人
た
ち
』（
一
九
八
五
年
）、
戦
後
篇
は
『
神
戸
の
詩
人
た
ち
』（
一

九
八
四
年
）、い
ず
れ
も
安
水
稔
和
と
の
共
著
で
、版
元
は
神
戸
新
聞
出
版
セ

ン
タ
ー
、
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
十
一
月
、
倉
橋
健
一
か
ら
依
頼
さ
れ
、
神
戸
女
子
大
学
で
戦

前
神
戸
の
詩
の
同
人
誌
展
を
試
み
た
。私
の
蒐
集
し
た
雑
誌
の
一
部
を
展
示

す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
お
も
え
ば
、
記
憶
の
残
骸
を
い
と
お
し
む
君
本
氏

の
蒐
集
行
為
は
も
の
狂
い
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。だ
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

散
逸
し
消
失
、
荒
野
に
沈
黙
が
な
り
響
く
。

詩
年
表
を
拡
大
し
、
会
場
の
正
面
に
掲
げ
た
。
中
途
で
終
わ
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
無
念
さ
を
ひ
き
受
け
る
意
志
を
こ
め
て
。
同
時
に
、
君
本
氏
の
姿

勢
へ
の
敬
意
を
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
表
明
し
た
か
っ
た
か
ら
。

詩
史
を
作
成
す
る
と
は
、
い
か
な
る
事
態
な
の
か
。
年
表
に
関
す
る
君
本

昌
久
の
仕
事
は
荒
い
。
お
も
い
違
い
や
誤
植
な
ど
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
こ

の
場
合
の
荒
さ
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。あ
ら
ら
か
な
精
神
に
襲
わ

れ
、
そ
の
渦
に
飲
み
こ
ま
れ
た
ま
ま
の
乱
れ
の
よ
う
な
も
の
で
、
生
き
残
る

者
に
と
っ
て
、ひ
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
塊
り
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ

と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
荒
さ
は
粗
雑
を
意
味
す
る
こ
と
な
く
、
痛
ま
し
い

響
き
さ
え
秘
め
ら
れ
る
。刻
み
こ
ま
れ
た
言
葉「
無
名
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」、累

積
す
る
死
者
の
記
憶
の
襲
来
に
身
を
投
げ
て
敢
行
さ
れ
た
素
手
の
荒
わ
ざ
、

こ
の
核
心
を
背
負
い
、
君
本
氏
作
成
の
原
型
に
補
訂
を
施
し
、
詩
年
表
を
展

示
し
た
。

そ
の
改
訂
版
の
上
梓
を
、
現
在
わ
た
し
は
扉
野
良
人
と
企
画
し
て
い
る
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
同
人
誌
の
書
影
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
読
み
こ
み
、カ
ラ
ー

の
図
版
と
し
て
収
録
、
視
覚
性
に
眼
目
を
置
き
な
が
ら
。
さ
ら
に
特
徴
的
な

点
は
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
で
は
な
い
が
、
詩
の
世
界
の
外
部
で
あ
る
社
会
と
の

関
わ
り
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
火
災
や
身
投
げ
、
カ

フ
ェ
ー
で
の
乱
行
な
ど
、と
か
く
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
社
会
の
無
意
識
の
切

断
面
と
文
化
の
様
相
を
絡
ま
せ
、い
ま
な
お
無
念
の
お
も
い
で
さ
ま
よ
っ
て

い
る
君
本
昌
久
に
捧
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

扉
野
良
人
は
山
本
善
行
主
宰
の
『
ス
ム
ー
ス
』
十
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
で

「
蜘
蛛
出
版
社
ノ
ー
ト
」を
書
き
、突
如
わ
た
し
の
前
に
躍
り
出
て
来
た
得
難

い
詩
人
、
徳
正
寺
（
下
京
区
富
小
路
四
条
下
ル
）
の
お
坊
さ
ん
で
あ
る
。

改
訂
版
は
、君
本
昌
久
が
見
落
と
し
た
視
点
を
補
う
と
こ
ろ
に
力
が
そ
そ

が
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
へ
の
眼
差
し
。
竹
中
郤
や
福
原
清
ら
の
海
港
詩
人
倶
楽

部
が
う
ぶ
声
を
あ
げ
た
一
九
二
三
年
、安
西
冬
衛
や
北
川
冬
彦
ら
に
よ
り
大

連
か
ら
刊
行
さ
れ
た『
亜
』を
重
要
な
雑
誌
と
し
て
掲
げ
た
。二
番
目
は『
横

顔
』
で
あ
る
。
関
西
学
院
が
原
田
の
森
に
あ
っ
た
頃
の
学
生
か
ら
刊
行
さ
れ

た
こ
の
雑
誌
に
は
若
い
竹
中
郁
も
関
わ
っ
て
い
た
。浅
野
孟
府
、岡
本
唐
貴
、

川
上
澄
生
ら
の
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
、表
紙
木
版
に
み
ら
れ
る
レ
ス
プ
リ
・
ヌ

ー
ボ
ー
は
、一
九
二
〇
年
代
の
世
界
同
時
性
に
あ
ふ
れ
、看
過
で
き
な
い
。三

つ
目
は
、ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
ア
ナ
キ
ズ
ム
な
ど
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
思
潮
が

神
戸
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
『
ラ
・
ミ
ノ
リ
テ
』『
布
引
詩

歌
』『
悪
い
仲
間
』、
石
野
重
道
の
詩
集
『
彩
色
あ
る
夢
』（
序
文
は
佐
藤
春
夫
）

な
ど
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
京
の
美
術
雑
誌
だ

が
、日
本
画
家
の
玉
村
善
之
助
ら
が
関
わ
っ
た『
エ
ポ
ッ
ク
』、『
エ
ポ
ッ
ク
』

の
流
れ
を
受
け
た
平
野
上
祇
園
町
の
「
エ
ポ
ッ
ク
神
戸
支
社
」
の
高
木
春
夫

や
近
藤
正
治
ら
を
竹
中
郁
の
背
後
の
受
川
三
九
郎
ら
と
と
も
に
留
め
て
み
た
。

さ
て
高
木
春
夫
ら
の
動
向
だ
が
、『
山
上
の
蜘
蛛
』
と
　
『
窓
の
微
風
』
を

上
梓
し
た
後
、
北
園
克
衛
が
本
名
の
橋
本
健
吉
で
編
輯
し
た
『
薔
薇
・
魔

術
・
学
説
』（
一
九
二
七
年
創
刊
）の
な
か
で
発
見
し
た
の
で
紹
介
し
た
い
。「
高

木
春
夫
は
神
戸
湊
川
癲
狂
院
で
ガ
ン
ド
リ
グ
レ
イ
ン
の
や
う
に
正
気
に
１

秒
を
３
分
の
や
う
に
這
ひ
ち
ら
し
つ
つ
あ
る
…
…
同
刷
の
詩
文
は
僕
の
手

も
と
に
あ
っ
た
６
ケ
月
前
の
哀
し
い
彼
の
半
狂
詩
だ
…
…
や
は
り
神
戸
で

近
藤
正
治
は
自
己
の
ゲ
イ
ジ
ユ
ツ
と
人
世
を
懐
ろ
ヘ
ゴ
ツ
チ
ヤ
に
治
め
て

ゐ
る
…
…
野
川
隆
・
坂
本
謹
は
８
月
中
旬
モ
ス
ク
オ
ヘ
散
歩
に
行
っ
た
が

青
い
ス
テ
ッ
キ
を
つ
い
て
近
日
帰
郷
す
る
筈
」。野
川
隆
は
、そ
の
後
コ
ミ
ュ

ニ
ス
ト
と
な
り
満
州
へ
移
動
、敗
戦
ま
ぎ
わ
の
外
地
で
獄
死
と
い
っ
て
よ
い

最
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
、
付
け
加
え
て
お
く
。

〈
第
28
号
〉



わ
ぬ
場
で
、
そ
の
方
々
の
作
品
と
遭
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

銅
林
社
の「
ガ
ニ
メ
デ
」で
数
年
前
か
ら
山
本
美
代
子
さ
ん
の
詩
に
お
目

に
か
か
る
よ
う
に
な
り
、
私
も
そ
の
詩
誌
に
発
表
す
る
機
会
が
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、直
接
あ
る
喫
茶
店
で
お
会
い
し
た
。結
果
、我
々
独
自
の

詩
の
発
表
の
場
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
た
う
ろ
す
」
同

人
で
あ
っ
た
田
中
荘
介
さ
ん
を
加
え
三
人
で
話
し
合
っ
た
‥
‥

詩
誌
名
の
候
補
と
し
て
三
人
が
案
を
出
し
、そ
の
中
、山
本
美
代
子
さ
ん
提

案
の「
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
」に
落
ち
つ
い
た
。Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
は
円
柱
の

中
ほ
ど
に
つ
け
た
わ
ず
か
な
ふ
く
ら
み
で
、
視
覚
上
の
安
定
感
を
与
え
る
た

め
に
施
さ
れ
た
も
の
で
、
ギ
リ
シ
ヤ
・
ロ
ー
マ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
建
築
の
外

壁
面
に
用
い
ら
れ
た
と
広
辞
苑
に
あ
る
。
法
隆
寺
金
堂
の
柱
に
は
こ
れ
が
胴

張
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
は
る
ば
る
運
ば
れ
て
き

た
東
西
文
明
融
合
の
象
徴
で
も
あ
る
。「
く
ろ
お
ぺ
す
」、「
た
う
ろ
す
」
の
流

れ
を
汲
ん
で
い
る
我
々
三
人
は
専
攻
も
詩
的
傾
向
も
違
っ
て
い
る
が
、
こ
の

新
し
い
詩
誌
で
ど
の
よ
う
な
詩
的
空
間
を
生
み
出
し
得
る
か
、
そ
の
可
能
性

を
か
け
た
の
が
、こ
の
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
の
誌
名
で
あ
る
。年
二
回
の
発
行
を

め
ざ
し
、二
〇
一
〇
年
も
一
一
月
に
三
号
を
出
し
た
。私
学
会
館
一
階
の「
は

な
わ
グ
リ
ル
」
で
合
評
会
を
催
し
緊
張
感
の
あ
る
関
係
を
保
ち
な
が
ら
楽
し

ん
で
い
る
。

⑧
〈
追
悼
文
〉「
高
須
剛
と
い
う
詩
人
」
尾
崎
美
紀

姫
路
か
ら
相
生
に
移
っ
て
す
ぐ
、新
聞
で「
相
生
ペ
ン
の
会
創
立
」の
記
事

を
見
つ
け
た
の
は
、学
生
時
代
の
続
き
で
詩
を
書
き
続
け
て
い
た
私
が
、さ
て

こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
、
と
見
知
ら
ぬ
町
で
考
え
て
い
た
矢
先
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
の
が
高
須
剛
さ
ん
だ
っ
た
。
高
須
剛
さ
ん
四
〇
歳
、

私
は
二
三
歳
の
春
の
こ
と
だ
っ
た
。そ
し
て
、そ
こ
か
ら
四
〇
年
の
長
い
付
き

合
い
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

彫
り
の
深
い
顔
立
ち
に
、お
し
ゃ
れ
な
ア
ス
コ
ッ
ト
タ
イ
、手
に
は
い
つ
も

パ
イ
プ
を
持
つ
高
須
さ
ん
は
絵
に
描
い
た
様
な
ダ
ン
デ
ィ
さ
で
、
そ
の
詩
か

ら
は
想
像
で
き
な
い
柔
ら
か
さ
で
周
り
の
人
を
魅
了
し
た
。

そ
れ
ま
で
一
人
で
ポ
ツ
ポ
ツ
書
い
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
高
須
さ
ん
の
詩

は
衝
撃
的
だ
っ
た
。
選
び
抜
か
れ
た
言
葉
と
行
間
に
滲
み
出
る
決
し
て
ぶ
れ

な
い
主
題
、
し
か
も
詩
の
入
り
口
に
立
つ
者
を
疎
外
し
な
い
ス
タ
イ
ル
。『
蟻

族
無
頼
』『
夢
の
中
の
日
常
』『
哀
傷
詩
抄
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
労
働
者
で
あ
る

と
い
う
軸
を
足
元
に
埋
め
込
み
、
そ
こ
か
ら
一
歩
も
辞
さ
ぬ
構
え
で
世
間
と

渡
り
あ
う
詩
は
、
も
っ
と
広
く
読
ま
れ
て
い
い
は
ず
の
詩
人
で
あ
っ
た
と
悔

や
む
。

「
わ
た
し
は
人
の
よ
う
に
時
代
の
予
言
者
や
、歴
史
の
旗
手
に
は
な
れ
な
い

が
、坑
夫
の
よ
う
に
な
に
か
を
掘
り
起
こ
す
作
業
な
ら
や
れ
そ
う
だ
と
思
う
」

と
、『
夢
の
中
の
日
常
』
の
あ
と
が
き
に
あ
る
よ
う
に
、
石
川
島
播
磨
造
船
所

で
の
労
働
者
と
し
て
の
詩
人
活
動
、民
族
差
別
へ
の
怒
り
、不
当
な
権
力
へ
の

抗
い
は
、
ま
さ
に
坑
夫
が
打
ち
下
ろ
す
ツ
ル
ハ
シ
の
ご
と
く
彼
の
詩
を
読
む

も
の
全
て
に
響
い
た
。

大
き
く
入
り
組
ん
だ
湾
の
町
は
、
し
か
し
な
か
な
か
文
化
が
根
づ
か
な
い

町
で
も
あ
っ
た
。高
須
さ
ん
が
難
病
で
長
い
闘
病
を
や
っ
と
終
え
た
頃
、詩
の

仲
間
が
一
人
減
り
、
二
人
減
り
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
。「
も
う
や
め
よ
う
か
と

思
っ
て
る
」と
、い
つ
も
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
口
に
し
た
。少
し
気
弱
な
詩
人

に
、「
高
須
さ
ん
か
ら
詩
を
取
っ
た
ら
、
ク
リ
ー
プ
を
入
れ
な
い
コ
ー
ヒ
ー
み

た
い
な
も
ん
や
わ
」と
笑
っ
た
私
は
、高
須
剛
が
詩
を
や
め
る
と
き
は
こ
の
世

か
ら
お
さ
ら
ば
す
る
と
き
、と
勝
手
に
決
め
つ
け
て
い
た
。彼
を
鼓
舞
す
る
つ

も
り
で
た
っ
た
二
人
で
始
め
た
の
が「
現
代
詩
を
読
む
会
」だ
っ
た
。近
代
詩

か
ら
始
ま
っ
て
現
代
ま
で
の
詩
人
を
改
め
て
読
み
直
す
こ
と
は
、
痩
せ
細
っ

て
い
く
現
代
詩
を
地
方
か
ら
再
生
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら

だ
。
十
数
名
の
こ
の
勉
強
会
は
『
詩
祭
り
』
等
の
企
画
で
、
文
学
だ
け
で
は
な

く
音
楽
や
絵
画
・
写
真
と
の
コ
ラ
ボ
で
詩
の
世
界
を
拡
げ
る
試
み
を
始
め
、

や
が
て
伝
説
的
な
季
刊
詩
的
文
化
雑
誌
「
鴎
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
後
の
「
湾
」
へ
の
渡
船
で
も
あ
っ
た
。
年
齢
を
重
ね
て
更
に
輝

き
を
見
せ
て
い
た
高
須
剛
の
詩
は
、
今
読
み
返
し
て
も
新
し
い
。

児
童
文
学
が
職
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
以
来
、
最
近
で
は
忙
し
さ
に
か
ま

け
て
ゆ
っ
く
り
詩
の
話
な
ど
も
出
来
な
か
っ
た
が
、私
に
と
っ
て
、後
に
も
先

に
も
詩
の
師
と
呼
べ
る
の
は
高
須
剛
ひ
と
り
で
あ
る
。

「
よ
う
や
く
、
開
放
さ
れ
た
か
」

亡
く
な
る
少
し
前
、
病
床
で
の
最
後
の
言
葉
は
私
に
宛
て
た
も
の
だ
っ
た

か
、
そ
れ
と
も
。

⑨
会
員
の
情
報
・
動
静
／
刊
行
物
・
県
内
情
報
な
ど
（
６
月
〜
12
月
）
／
会
員
の
詩

誌
／
県
外
詩
人
団
体
発
行
本
・
同
会
報

⑩〈
訃
報
〉▽
高
須
剛
氏
　
８
月
21
日
逝
去
。「
偲
ぶ
会
」が
、10
月
23
日
赤
穂
市「
煉

瓦
屋
」
で
、
ま
た
11
月
21
日
に
相
生
市
「
エ
ミ
ー
ホ
ー
ル
」
で
催
さ
れ
た
。

★
第
29
号
（
２
０
１
１
年
６
月
20
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉第
15
回
定
期
総
会
の
報
告
／
折
し
も
巨
大
台
風
２
号
が
西
日
本
に

接
近
中
と
の
報
道
が
な
が
れ
て
い
て
、
総
会
の
出
席
予
定
者
の
会
場
ま
で
の

交
通
手
段
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
当
日
の
午
前
中
に
激
し
い
雨
に
見
舞
わ
れ

る
が
、
さ
い
わ
い
に
し
て
午
後
か
ら
の
総
会
の
開
か
れ
る
時
刻
に
は
雨
が
止

ん
で
い
た
。
予
定
通
り
５
月
29
日
（
日
）、
無
事
に
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
に
て
開
催

す
る
こ
と
が
出
来
た
。

▽
総
会
に
先
立
ち
、
４
月
23
日
午
後
一
時
よ
り
私
学
会
館
に
て
第
29
回
常
任

理
事
・
理
事
に
よ
る
合
同
理
事
会
が
も
た
れ
た
。議
題
は
、三
宅
武
会
長
か
ら

去
年
の
役
員
改
選
の
選
挙
結
果
を
ふ
ま
え
て
新
役
員
人
事
案
を
は
じ
め
、
玉

井
洋
子
事
務
局
長
か
ら
２
０
Ⅰ
０
年
度
の
事
業
報
告
、
小
西
誠
会
計
か
ら
会

計
報
告
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
新
年
度
の
事
業
案
・
予
算
案
が
審
議
さ
れ
た
。

出
席
者
17
名
、
委
任
状
２
名
。

▽
午
後
１
時
よ
り
５
階
「
コ
ス
モ
ス
の
間
」
に
て
、
第
15
回
定
期
総
会
開
始
。

事
務
局
よ
り
総
数
１
８
２
名
の
う
ち
、出
席
33
名
、委
任
状
90
名
。つ
ぎ
に
役

員
改
選
の
結
果
、
選
任
の
承
認
を
得
て
次
の
よ
う
に
新
役
員
が
決
定
し
た
。

会
長
　
　
　
松
尾
茂
夫

副
会
長
　
　
鈴
木
漠
　
た
か
と
う
匡
子
　
時
里
二
郎

事
務
局
長
　
高
谷
和
幸

会
計
　
　
　
小
西
民
子

常
任
理
事
　
大
西
隆
志
　
神
田
さ
よ
　
在
間
洋
子

玉
井
洋
子
　
三
宅
武

会
計
監
査
　
小
西
誠
　
谷
田
寿
郎

理
事
　
　
　
尾
崎
美
紀
　
岩
崎
風
子
　
紫
野
京
子

た
か
ぎ
た
か
よ
し
　
高
橋
夏
男
　
丸
田
礼
子

中
堂
け
い
こ
　
渡
辺
信
雄
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⑧
〈
詩
碑
探
訪
⑲
〉「
友
情
の
詩
碑
―
鈴
木
漠
詩
碑
」

梅
村
光
明

二
〇
一
〇
年
度
の
兵
庫
県
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
鈴
木
漠
さ
ん
は
、故
郷
で

あ
る
徳
島
で
も
徳
島
県
文
化
賞
を
二
〇
〇
二
年
に
受
賞
さ
れ
て
い
る
。出
身
地

と
暮
し
の
地
の
両
県
で
の
文
化
賞
受
賞
は
、
詩
人
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
連
句

の
伝
道
師
と
し
て
の
功
績
が
評
価
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、ま
さ
に
両
県
を
結
ぶ

文
化
の
架
け
橋
の
役
割
を
、長
年
に
亘
り
果
た
さ
れ
て
き
た
証
明
で
も
あ
る
と

言
え
よ
う
。

兵
庫
県
文
化
賞
受
賞
者
に
は
、播
磨
中
央
公
園
に
記
念
碑
を
建
立
す
る
資
格

が
与
え
ら
れ
る
そ
う
だ
が
、徳
島
県
文
化
賞

の
受
賞
を
称
え
記
念
す
る
詩
碑
が
、徳
島
で

は
二
〇
〇
四
年
に
鈴
木
さ
ん
の
出
身
地
で

あ
る
三
好
市
来
祖
谷
の
龍
宮
崖
公
園
内
に
、

鈴
木
さ
ん
が
卒
業
し
た
栃
之
瀬
中
学
校
の

同
窓
生
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
秋
、
有
名
な
祖
谷
の
か
づ
ら
橋
か

ら
、さ
ら
に
見
事
な
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
祖
谷

渓
谷
を
、車
で
十
五
分
ほ
ど
遡
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
、
そ
の
龍
宮
崖
公
園
を
訪
れ
た
。

公
園
は
祖
谷
渓
谷
の
対
岸
に
あ
り
、ス
リ
ル
満
点
の
金
属
製
の
吊
橋
を
渡
っ

て
い
く
し
か
な
く
、
か
づ
ら
橋
よ
り
も
絶
景
が
楽
し
め
た
。

御
影
石
製
の
記
念
碑
は
、吊
橋
を
渡
り
き
っ
た
左
側
に
渓
谷
に
向
っ
て
建
て

ら
れ
、
碑
面
に
は
投
稿
欄
で
北
川
冬
彦
選
で
特
選
と
な
っ
た
、
第
一
詩
集
『
星

と
破
船
』
の
巻
頭
作
品
「
岩
」
の
第
一
行
、「
黝
い
苔
を
／
身
に
ま
と
っ
て
／
岩

は
／
し
ん
と
し
て
い
た
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

碑
の
裏
面
に
は「
昭
和
二
十
六
年
度
栃
之
瀬
中
学
校
卒
業
生
一
同
」と
し
て
、

同
窓
生
六
十
名
全
員
の
名
前
が
記
さ
れ
て
あ
り
、同
窓
会
で
の
発
案
か
ら
始
ま

っ
た
記
念
碑
建
立
計
画
が
、同
窓
生
の
総
意
と
し
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く

分
か
る
。

建
立
か
ら
六
年
を
経
て
、詩
碑
は
刻
印
さ
れ
た
詩
行
そ
の
ま
ま
と
も
言
え
る

よ
う
に
、
土
台
の
石
組
み
に
は
苔
が
広
が
り
、
周
り
の
自
然
に
馴
染
み
溶
け
込

ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
建
立
場
所
に
選
ん
だ
同

窓
生
た
ち
の
思
い
が
、
熱
い
友
情
の
証
し
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
。

か
つ
て
塚
本
邦
雄
の
『
麒
麟
旗
手
』
に
、「
鈴
木
漠
と
会
っ
た
。
作
品
は
、
あ

ん
な
短
歌
つ
く
る
人
が
、
と
思
ふ
位
い
い
の
を
か
い
て
い
る
ね
。
が
、
ひ
ど
く

素
朴
だ
。」と
書
か
れ
た
鈴
木
さ
ん
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
、こ
の
友
情
の
詩

碑
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
〈
第
28
号
〉
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詩
の
周
縁
を
さ
ま
よ
っ
て

時
里
二
郎

★
行
分
け
詩
か
ら
散
文
詩
へ

処
女
詩
集『
伝
説
』は
、習
作
時
代
の
産
物
で
、本
当
は
上

梓
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
詩
の
発
想
の
核
に
、「
物

語
」と「
歌
」と
い
う
実
に
古
典
的
な
要
素
へ
の
嗜
好
が
あ
る

こ
と
、
更
に
そ
れ
ら
は
既
に
素
朴
な
か
た
ち
で
作
品
に
は
組

み
込
め
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
収
穫
だ
っ
た
。

ふ
た
つ
の
要
素
を
散
文
詩
に
よ
っ
て
組
み
立
て
な
お
し
た

の
が
、
第
二
詩
集
『
胚
種
譚
』（
一
九
八
三
年
 湯
川
書
房
）
だ
っ

た
。こ
の
詩
集
に
よ
っ
て
、散
文
ス
タ
イ
ル
が
、自
分
の
書
く

べ
き
詩
の
方
法
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、詩
＝「
行
分
け
」と
い
う
詩
の
世
界
の
外
側
に
で
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
行
分
け
」
を
疑
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
詩
を
書
く
者
が

必
ず
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
き
の
は
ず
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、「
行
分
け
」
は
、
そ
も
そ
も
「
歌
」
の
要
請
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
だ
が
、こ
の「
歌
」の
質
が
、例
え
ば
近
代
と
現

代
で
は
ま
る
き
り
違
う
か
ら
だ
。
近
代
と
同
様
の
歌
い
方
で

は
歌
え
な
い
こ
の
時
代
に
、「
行
分
け
」
で
詩
を
書
く
た
め
に

は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
方
法
的
意
義
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。た
だ
、ぼ
く
は「
行
分
け
」を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。「
行
分
け
」
＝
詩
の
定
式
に
よ
ら
な
い
で
、「
物
語
」

や「
歌
」の
別
の
表
出
の
仕
方
が
見
え
て
こ
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。勿
論
、そ
こ
に
は
、入
澤
康
夫
や

岩
成
達
也
、
ま
た
親
し
い
高
柳
誠
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

散
文
詩
を
書
き
始
め
た
の
を
機
に
、「
ユ
リ
イ
カ
」か
ら
、青

木
は
る
み
・
諏
訪
優
の
選
で
あ
っ
た「
現
代
詩
手
帖
」に
投
稿

先
を
変
え
た
。
そ
れ
が
思
い
が
け
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
た

の
だ
っ
た
。散
文
詩
二
作
目
に
な
る「
荒
ぶ
る
つ
わ
も
の
に
関

す
る
覚
書
」
が
、
青
木
氏
の
高
い
評
価
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

「『
荒
ぶ
る
つ
わ
も
の
に
関
す
る
覚
書
』
に
ぐ
ん
ぐ
ん
ひ
き
こ

ま
れ
て
い
る
間
、さ
し
も
の
猛
暑
も
忘
れ
て
い
た
。タ
イ
ト
ル

こ
そ
猛
々
し
い
け
れ
ど
実
に
し
っ
と
り
と
し
た
文
体
で
あ

り
、し
か
も
微
塵
も
キ
ザ
な
と
こ
ろ
が
な
い
。覚
書
と
あ
り
な

が
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
底
ふ
か
い
哀
し
み
と
寂
寥
を
香
り
た
か

い
姿
に
し
て
さ
し
だ
す
詩
は
、
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で
は
な

い
。」（
一
九
八
一
年
九
月
号
）
と
は
じ
ま
る
選
評
は
、
二
段
組
の

上
段
す
べ
て
を
費
や
す
も
の
だ
っ
た
。こ
れ
に
は
感
激
し
た
。

こ
の
調
子
で
書
き
継
い
で
い
け
ば
い
い
の
だ
と
い
う
思
い
を

強
く
し
て
、
投
稿
を
続
け
て
い
っ
た
。

散
文
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
と
ば
の
持
つ
論
理
や

生
理
や
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
詩
を
前
に
進
め
て
い
く
と
い
う
手

応
え
を
覚
え
、
そ
れ
が
と
て
も
心
地
よ
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、

お
二
人
の
選
に
よ
る
そ
の
年
の「
現
代
詩
手
帖
賞
」は
、糸
井

茂
莉
さ
ん
と
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
争
っ
た
が
、
受
賞
は
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、「
現
代
詩
手
帖
」
へ
の
投
稿
に
よ
っ
て
、
散

文
ス
タ
イ
ル
で
詩
を
書
い
て
い
く
と
い
う
手
応
え
を
掴
む
こ

と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
収
穫
で
あ
り
、
青
木
氏
の
毎
回
の

選
評
に
は
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。ま
た
、こ
れ
ら
の
投
稿
詩
を
中

心
に
編
ん
だ
「
胚
種
譚
」
が
、
伊
勢
田
史
郎
、
安
水
稔
和
、
君

本
昌
久
の
選
考
に
な
る「
ブ
ル
ー
メ
ー
ル
賞
」を
い
た
だ
い
た

こ
と
も
大
き
な
喜
び
だ
っ
た
。
　
　
　
　
〈
第
27
号
〉

★
『
胚
種
譚
』
の
こ
ろ

『
胚
種
譚
』（
一
九
八
三
年
）所
収
の
作
品
を
書
い
て
い
た
こ

ろ
、
後
に
強
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
人
た
ち
に
次
々

に
出
会
っ
た
。

ま
ず
、
こ
の
詩
集
の
函
と
本
文
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
使
わ
せ

て
も
ら
っ
た
銅
版
画
家
の
北
川
健
次
さ
ん
。
駒
井
哲
郎
に
銅

版
画
を
学
び
、
池
田
満
寿
夫
の
推
挽
を
得
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た

人
だ
が
、旧
い
写
真
を
使
っ
た
エ
ッ
チ
ン
グ
技
術
で
、ラ
ン
ボ

ー
や
カ
フ
カ
な
ど
、
文
学
的
で
詩
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
作

品
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
彼
の
作
品
に
強
く
ひ
か
れ
る
も
の
を

感
じ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
始
め
、手
紙
を
書
い
た
と
こ
ろ
、北

川
さ
ん
か
ら
は
す
ぐ
に
返
事
が
返
っ
て
き
て
、
手
紙
の
や
り

取
り
が
始
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
詩
集
の
版
元
で
あ
る
湯
川
書
房
の
湯
川

成
一
さ
ん
。盟
友
の
高
柳
誠
が
、第
二
詩
集『
卵
宇
宙
・
水
晶

宮
・
博
物
誌
』
を
湯
川
書
房
で
出
し
た
縁
か
ら
交
流
が
始
ま

っ
た
。湯
川
さ
ん
に
は
、書
物
と
し
て
の
詩
集
の
か
た
ち
の
大

切
さ
を
教
え
ら
れ
た
。詩
を
本
に
す
る
と
き
、判
型
に
始
ま
っ

て
、本
文
用
紙
、活
字
、ノ
ン
ブ
ル
の
位
置
、函
な
ど
を
き
ち

ん
と
考
え
る
こ
と
、そ
う
い
う
装
丁
の
重
要
さ
を
、湯
川
さ
ん

の
本
作
り
か
ら
教
わ
っ
た
。『
胚
種
譚
』
は
、
和
綴
じ
本
の
よ

う
な
雰
囲
気
の
表
紙
と
、
北
川
氏
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
が
嵌
め
ら

れ
た
黄
色
の
函
と
の
意
表
を
突
く
組
み
合
わ
せ
で
、
表
紙
は

フ
ラ
ン
ス
装
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
め
の
く
っ
き
り
と
浮
き

立
つ
活
版
印
刷
の
活
字
が
、目
に
吸
い
付
く
よ
う
に
見
え
る
。

詩
集
と
い
う
も
の
が
、単
に
詩
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、書
物

と
い
う
容
器
と
一
体
と
な
っ
て
初
め
て
詩
そ
の
も
の
が
息
づ

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
。
そ
こ
か
ら
書
物

全
体
で
、
一
つ
の
宇
宙
を
作
り
出
す
も
の
が
詩
集
に
他
な
ら

な
い
と
い
う
ぼ
く
の
詩
集
観
が
生
ま
れ
た
。

さ
ら
に
、木
口
木
版
画
の
柄
澤

�
�
�
�

齊�
�
�さ

ん
。高
柳
の
敬
愛
す
る

版
画
家
だ
が
、彼
を
通
し
て
面
識
を
得
て
以
来
、い
ま
な
お
強

い
影
響
を
受
け
て
い
る
。二
〇
〇
六
年
に
は
、五
十
代
で
神
奈

川
県
立
近
代
美
術
館
で
初
の
回
顧
展
を
開
く
な
ど
、
高
い
評

価
を
受
け
て
い
る
美
術
家
だ
が
、
一
方
で
文
学
に
も
深
い
造

詣
が
あ
り
、無
類
の
読
書
家
で
、ミ
ス
テ
リ
ー
ま
で
書
い
て
し

ま
う
（『
ロ
ン
ド
』
上
・
下
巻
・
創
元
推
理
文
庫
）。
お
ま
け
に
短

歌
・
俳
句
に
堪
能
で
、
現
代
詩
に
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
い

た
。ぼ
く
の
作
品
に
と
っ
て
は
、願
っ
て
も
な
い
読
み
手
の
一

人
で
、
彼
の
忌
憚
の
な
い
批
評
に
ど
れ
だ
け
勇
気
づ
け
ら
れ

た
こ
と
か
知
れ
な
い
。ぼ
く
の
作
品
は
、こ
う
し
た
柄
澤
氏
を

は
じ
め
と
し
た
少
数
の
読
み
手
の
た
め
に
書
い
て
い
る
と
す

ら
言
え
る
。

高
柳
誠
、北
川
健
次
、柄
澤
齊
、そ
し
て
湯
川
書
房
社
主
の

湯
川
成
一
。こ
の
こ
ろ
、こ
う
い
う
メ
ン
バ
ー
と
の
濃
密
な
つ

き
合
い
が
始
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
は
、『
容
器
』
と
い
う
途
方

も
な
い
年
刊
誌
の
刊
行
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
版
画
の
表
現

の
力
に
深
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
ふ
た
り
の
詩
人
と
、
詩
に

対
す
る
思
い
入
れ
の
強
い
二
人
の
版
画
家
が
、
詩
と
版
画
の

融
合
を
目
指
す
本
作
り
に
と
り
か
か
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は

ま
た
次
回
に
。
 　

〈
第
28
号
〉

★
「
容
器
」
の
こ
ろ
　
そ
の
１

「
容
器
」は
、柄
澤
齊（
木
口
木
版
画
）、北
川
健
次（
銅
版
画
）、

高
柳
誠
（
詩
）、
そ
れ
に
ぼ
く
の
四
人
が
同
人
で
、
湯
川
書
房

が
制
作
。創
刊
号
は
一
九
八
四
年
。翌
年
第
二
号
、第
三
号
は

一
九
八
七
年
。
三
号
で
終
わ
っ
た
年
刊
誌
で
あ
る
。

四
人
は
と
も
に
同
世
代
で
あ
り
、版
画
家
の
ほ
う
は
、書
物

や
文
学
に
、
詩
人
の
ほ
う
は
版
画
に
そ
れ
ぞ
れ
強
い
共
感
を

抱
い
て
い
た
か
ら
、
四
人
で
何
か
や
ろ
う
と
い
う
方
向
へ
は

す
ぐ
に
道
筋
が
つ
い
た
。ぼ
く
た
ち
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

駒
井
哲
郎
と
安
東
次
男
の
共
作
で
あ
る
『
か
ら
ん
ど
り
え
』

『
人
そ
れ
を
呼
ん
で
反
歌
と
い
う
』
と
い
っ
た
詩
画
集
だ
っ

た
。「

容
器
」と
い
う
名
前
は
だ
れ
が
付
け
た
の
だ
っ
た
か
も
う

思
い
出
せ
な
い
が
、詩
と
版
画
の「
容�

れ
も
の
」と
い
う
ほ
ど

の
意
味
だ
っ
た
と
思
う
。「
妖
気
」
と
い
う
語
感
も
ぼ
く
な
ど

は
そ
こ
に
感
じ
て
い
た
。と
も
あ
れ
、そ
う
や
っ
て
話
は
ま
と

ま
っ
て
、
あ
と
は
四
人
の
夢
の
よ
う
な
構
想
に
、「
や
り
ま
し

ょ
う
」
と
言
っ
て
そ
の
制
作
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
版
元
が

必
要
だ
っ
た
。い
や
、実
は
話
は
逆
で
、湯
川
憲
房
の
湯
川
成

一
と
い
う
人
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
四
人
で
夢
の
よ
う
な
同
人

誌
の
構
想
が
立
て
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。

そ
の
当
時
、高
柳
は
名
古
屋
、柄
澤
は
茅
ヶ
崎
、北
川
は
横

浜
、ぼ
く
は
兵
庫
と
、遠
距
離
の
つ
き
あ
い
だ
っ
た
が
、頻
繁

に
持
ち
回
り
で
同
人
の
自
宅
に
集
ま
っ
て「
容
器
」を
煮
詰
め

て
い
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
で
き
た
プ
ラ
ン
を
湯
川
さ
ん
と
相

談
し
な
が
ら
、
装
幀
を
は
じ
め
紙
の
選
択
や
ら
何
や
ら
い
っ

さ
い
を
手
が
け
た
の
は
、
柄
澤
さ
ん
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

湯
川
さ
ん
は
、制
作
費
な
ど
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
、注
文
を

つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
現
代
詩
手
帖
」
一
九
八
五
年
一
月
号
の
、「
詩
誌
生
放
送
」

と
い
う
コ
ラ
ム
の
初
回
に
、ぼ
く
は「
容
器
」の
こ
と
を
書
い

て
い
る
。「
版
画
が
た
だ
詩
の
挿
絵
と
し
て
、
あ
る
い
は
詩
が

版
画
の
解
読
と
し
て
か
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
詩
と
版
画
が

一
冊
の
書
物
の
中
で
お
互
い
に
挑
発
し
あ
い
、
せ
め
ぎ
あ
い

な
が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
領
域
を
広
げ
て
い
く
こ
と
、さ
ら

に
は
詩
と
版
画
が
書
物
と
い
う
宇
宙
の
中
で
交
感
し
あ
う
よ

う
な
作
品
空
間
を
わ
た
し
た
ち
は
夢
見
て
い
る
」

い
さ
さ
か
昂
揚
し
た
口
吻
が
鼻
に
つ
く
が
、
確
か
に
「
容

器
」に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や

し
て
、自
分
の
作
品
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。一
冊
二
万
三
千

円（
一
〇
〇
部
限
定
）と
い
う
価
格
が
示
す
と
お
り
、売
れ
る
も

の
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
っ

た
。
そ
れ
に
、「
容
器
」
は
各
号
ご
と
に
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
一
冊
の
書
物
を
つ
く
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

で
、
作
品
ば
か
り
で
な
く
、
造
本
、
構
成
、
活
字
、
紙
に
い
た

る
ま
で
、テ
ー
マ
を
具
現
す
る
た
め
に
吟
味
さ
れ
て
い
る
。与

え
ら
れ
た
テ
ー
マ
を
ど
う
作
品
化
し
て
い
く
か
、
ほ
か
の
同

人
の
批
評
に
さ
ら
さ
れ
、
し
か
も
書
物
の
完
成
度
に
か
か
わ

る
の
だ
か
ら
、力
は
お
の
ず
と
入
っ
た
。そ
し
て
、「
容
器
」の

作
品
の
作
り
方
が
、
以
後
の
ぼ
く
の
作
品
制
作
の
原
型
を
形

作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

〈
第
29
号
〉

★
「
容
器
」
の
こ
ろ
　
そ
の
２

「
容
器
」
に
発
表
し
た
作
品
の
す
べ
て
は
、
第
三
詩
集
と
な

る『
採
訪
記
』（
一
九
八
八
年
）に
収
め
た
。こ
の
詩
集
も『
胚

種
譚
』に
続
い
て
湯
川
晝
房
か
ら
上
梓
し
た
。縦
19
cm
×横
18

cm
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
形
状
で
、
表
紙
は
赤
と
黒
の
布
が
張
り

合
わ
せ
て
あ
る
。本
文
の
タ
イ
ト
ル
、小
見
出
し
、ノ
ン
ブ
ル

を
臙
脂
色
に
印
刷
し
た
二
色
刷
活
版
印
刷
。
少
部
数
の
特
装

本
で
は
な
い
の
に
、
こ
こ
ま
で
意
匠
を
凝
ら
し
て
詩
集
を
作

っ
て
く
だ
さ
っ
た
湯
川
さ
ん
の
熱
意
に
は
今
な
お
敬
意
を
表

し
て
や
ま
な
い
。

「
容
器
」
の
活
動
を
通
し
て
、《
詩
》
を
書
く
と
い
う
よ
り
、

《
作
品
》を
書
く
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。《
詩
》
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
ま
ず
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
以
前
に《
こ
と
ば
》の
磁
場
を
あ
や
つ
る
こ
と
へ
の
関
心
を

強
め
て
い
っ
た
。《
行
分
け
》
の
詩
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
の
は
、

《
胚
種
譚
》か
ら
だ
が
、そ
の
時
は
、《
散
文
詩
》を
書
く
と
い

う
意
識
が
あ
か
ら
さ
ま
に
働
い
て
い
た
。『
採
訪
記
』で
は
、さ

ら
に
そ
こ
か
ら
の
離
陸
を
考
え
て
い
た
。『
胚
種
譚
』
か
ら
始

め
た
《
譚
》
と
い
う
容
器
は
、
い
わ
ゆ
る
《
詩
》
と
い
う
か
た

ち
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。《
詩
》
の
か
た
ち
を
詮
索
す

る
以
前
に
、《
こ
と
ば
》と
い
う
素
材
そ
の
も
の
の《
不
思
議
》

と
《
力
》
と
に
魅
せ
ら
れ
た
時
代
だ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
考
え
に
導
い
て
い
っ
た
の
は
、
や
は
り
「
容

器
」の
版
画
家
た
ち
か
ら
の
影
響
だ
と
思
う
。木
口
木
版
や
銅

版
画
は
、版
を
彫
り
、そ
れ
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

品
が
成
る
。つ
ま
り
、彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、陰
と
陽
、凸
と

凹
、左
右
上
下
、こ
と
ご
と
く
が
、反
世
界
な
の
で
あ
る
。そ

の
反（
版
）世
界
の
設
計
図
を
描
く
こ
と
が
、彼
ら
の
仕
事
で

あ
る
。そ
れ
は
、通
常
の
世
界
で
は
見
え
な
い
も
の
を
見
る
こ

と
で
あ
り
、忘
れ
ら
れ
た
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、隠

さ
れ
た
秘
密
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
世
界
の
こ
れ
か
ら
の

行
方
を
見
つ
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
設
計
図
が
彫
り
込

ま
れ
た
版
＝
反
世
界
が
、紙
面
に
転
写
さ
れ
る
時
、世
界
は
確

か
に
相
貌
を
新
た
に
し
て
そ
こ
に
透
視
さ
れ
て
い
る
。

詩
の
場
合
も
、
そ
の
よ
う
な
反
世
界
の
ポ
エ
ジ
ー
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。な
ぜ
な
ら
、詩
の
こ
と

ば
は
、日
常
生
活
の
道
具
で
も
あ
る
か
ら
だ
。日
常
の
次
元
と

時
間
に
あ
る
こ
と
ば
を
、
無
反
省
に
詩
作
品
と
し
て
投
げ
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。《
作
品
》
と
し
て
の
構
築
物
へ

と
転
位
さ
せ
る
た
め
に
は
、ど
う
し
て
も
、こ
と
ば
を
い
っ
た

ん
反
世
界
に
引
き
込
ん
で
、
反
転
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
ゆ
だ

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

も
う
一
つ
、
柄
譚
、
北
川
と
も
に
、
こ
の
「
容
器
」
の
活
動

を
通
し
て
、
版
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
か
ろ
や
か
に
越
境

し
て
い
っ
た
こ
と
に
も
ぼ
く
は
強
い
影
響
を
受
け
た
。
彼
ら

は
と
も
に
ボ
ッ
ク
ス
・
ア
ー
ト
、
も
し
く
は
リ
ー
ヴ
ル
・
オ

ブ
ジ
ェ
と
い
っ
た
立
体
作
品
を
精
力
的
に
制
作
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。版
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
、彼
ら
の

創
造
的
営
為
が
最
も
激
し
く
ス
パ
ー
ク
す
る
素
材
や
空
間
や

時
間
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
、
ぼ
く
は
心
強
い
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
の
だ
っ
た
。や
が
て
、そ
れ
が
、詩
の
周

縁
へ
の
意
識
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
く
。
　
                      

〈
第
30
号
〉



▽
会
報
は
６
月
と
、
12
月
の
２
回
の
発
行
。
▽
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」

は
11
月
23
日（
祝
日
）場
所
は
県
民
会
館
11
Ｆ
パ
ル
テ
ホ
ー
ル
。作
品
締
切
9

月
20
日
。記
念
講
演
の
講
師
は
未
定
。▽
企
画
展
に
つ
い
て
は
鈴
木
漠
副
会
長

か
ら
、
当
初
の
目
的
を
果
た
し
た
の
で
詩
画
展
を
中
心
に
会
場
を
神
戸
文
学

館
に
し
て
は
ど
う
か
と
案
が
出
さ
れ
、ま
た
高
橋
夏
男
理
事
か
ら「
詩
の
現
在

展
」を
継
続
す
る
か
ど
う
か
の
発
議
が
あ
り
ま
し
た
。常
任
理
事
会
に
て
継
続

審
議
と
な
る
。▽
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー「
ひ
ょ
う
ご
現
代
詩
２
０
１
１
」は
今
年
が

発
行
年
に
あ
た
り
、
担
当
理
事
か
ら
会
員
全
員
の
参
加
を
呼
び
掛
け
る
と
と

も
に
、
来
年
か
ら
は
補
助
金
の
増
額
が
見
込
ま
れ
る
の
で
毎
年
の
刊
行
に
し

て
は
ど
う
か
と
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

▽
続
く
総
会
第
二
部
で
は「
東
北
大
震
災
被
災
地
に
エ
ー
ル
を
お
く
ろ
う
」と

い
う
趣
旨
の
も
と
で
朗
読
者
18
人
に
よ
る
朗
読
の
つ
ど
い
が
も
た
れ
た
。
神

戸
は
か
つ
て
の
大
震
災
の
地
で
も
あ
り
、
他
の
地
方
に
比
べ
て
関
心
の
高
さ

が
う
か
が
え
、被
災
を
自
分
の
こ
と
ば
に
置
き
換
え
る
詩
が
多
く
見
ら
れ
た
。

▽
続
い
て
地
下
１
Ｆ
の
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
間
で
懇
親
会
が
も
た
れ
た
。
22
名
の

参
加
。
大
賀
二
郎
氏
が
「
そ
れ
は
一
切
を
拒
否
し
た
」
と
題
し
て
、
被
災
地
の

福
島
を
訪
問
し
た
時
の
体
験
談
が
あ
っ
た
。
▽
三
月
の
詩
画
展
会
場
に
て
東

日
本
義
援
金
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、３
万
円
と
寄
付
金
２
万
円
が
よ
せ
ら
れ
、

合
計
５
万
円
を
東
日
本
大
震
災
兵
庫
県
義
援
金
募
集
委
員
会
郵
便
口
座

00910‐３
‐322340
に
振
込
み
ま
し
た
。
　
（
事
務
局
　
高
谷
和
幸
記
）

②
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
ど
こ
に
も
な
い
国
を
さ
が
し
て
―
こ
と
ば
の
種
を
播
く
エ

デ
ィ
ス
・
セ
ー
デ
ル
グ
ラ
ン
」
　
　
　
　
寺
田
操

こ
の
世
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
詩
の
こ
と
ば
を
凌
駕
し

か
つ
超
え
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。比
喩
や
形
容
を
許
さ
な
い
苛
烈
な
リ
ア
ル
、シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ス
ム
も
仰
天
す
る
よ
う
な
光
景
が
放
映
さ
れ
て
目
の
前
に
広
が
る
と
き
、

呆
然
と
し
声
を
失
っ
て
し
ま
う
。言
語
の
純
粋
性
を
追
求
す
る
非
現
実
の
世
界
が
、一

瞬
に
し
て
リ
ア
ル
に
転
じ
る
。つ
ま
り
狠
実
の
世
界
と
し
て
顕
れ
る
と
い
っ
た
風
に
。

東
日
本
大
震
災
の
さ
な
か
、三
瓶
恵
子『
ど
こ
に
も
な
い
国
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
詩

人
　
エ
デ
ィ
ス
・
セ
ー
デ
ル
グ
ラ
ン
（
1892‐1923）』（
冨
山
房
）
を
手
に
し
た
。
１

０
０
年
の
時
空
を
超
え
て
や
っ
て
き
た
の
は
、見
知
ら
ぬ
国
の
見
知
ら
ぬ
詩
人
。フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
女
性
詩
人
エ
デ
ィ
ス
・
セ
ー
デ
ル
グ
ラ
ン
（
1892〜
1923）
と
い
っ
て

も
、わ
が
国
で
は
知
ら
れ
た
詩
人
で
は
な
い
。フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
両
国

で
は
エ
デ
ィ
ス
・
セ
ー
デ
ル
グ
ラ
ン
協
会
が
あ
り
、セ
ミ
ナ
ー
な
ど
も
開
催
さ
れ
る
、

国
民
的
人
気
の
詩
人
で
あ
る
。

《
見
た
こ
と
の
な
い
魚
が
深
み
を
ゆ
っ
く
り
と
移
っ
て
い
く
／
見
知
ら
ぬ
花
が

海
岸
で
輝
い
て
い
る
／
私
は
赤
　
黄
色
　
そ
し
て
す
べ
て
の
他
の
色
を
目
に

し
た
／
け
れ
ど
一
番
危
険
な
の
は
こ
の
美
し
い
　
美
し
い
海
／
こ
の
海
は
人

に
渇
き
を
与
え
　
来
る
べ
き
冒
険
に
目
覚
め
さ
せ
る
／
物
語
の
中
で
起
こ
っ
た

こ
と
が
　
私
に
も
起
き
る
の
だ
！
》（
三
瓶
恵
子
訳
「
不
思
議
な
海
」『
詩
集
』

1916）

エ
デ
ィ
ス
は
、ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ベ
ル
グ
に
生
ま
れ
、コ
レ
ラ
が
蔓
延

し
た
た
め
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ラ
イ
ヴ
ォ
ラ（
現
・
ロ
シ
ア
の
カ
レ
リ
ア
）へ
。処
女
詩
集

が
出
版
さ
れ
た
の
は
、１
９
１
７
年
の
ロ
シ
ア
革
命
前
年
だ
っ
た
。世
界
は
す
で
に
口

語
自
由
詩
の
時
代
に
入
り
、言
語
の
実
験
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、伝
統
的
な
韻
を
踏
ま

な
い
彼
女
の
作
風
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
土
壌
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
領

土
が
広
い
。中
央
と
地
方
都
市
と
は
文
学
思
潮
の
事
情
も
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

文
語
定
型
詩
が
根
強
い
文
学
事
情
に
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
や
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
を
愛
読

し
、神
秘
的
で
思
索
に
満
ち
た
一
篇
の
詩
が
生
ま
れ
る
。そ
の
詩
が
新
し
き
ス
タ
イ
ル

を
持
っ
て
不
意
に
登
場
し
て
き
た
と
き
、詩
は
書
き
手
の
予
想
を
超
え
て
、思
わ
ぬ
混

乱
と
抵
抗
に
あ
う
も
の
だ
。

《
月
は
知
っ
て
い
る
…
…
血
が
夜
に
こ
こ
で
注
が
れ
る
こ
と
を
／
湖
の
上
に
架

け
ら
れ
た
銅
の
道
に
一
つ
の
英
知
が
進
ん
で
く
る
／
死
体
は
美
し
い
岸
ハ
ン
ノ

キ
の
間
に
横
た
え
ら
れ
る
と
／
月
は
そ
の
一
番
綺
麗
な
光
を
そ
の
た
ぐ
い
ま
れ

な
岸
に
投
げ
か
け
る
／
風
は
起
床
の
角
笛
の
如
く
松
の
間
を
走
る
／
こ
の
孤
独

の
岸
で
何
と
地
上
は
美
し
い
こ
と
か
》（「
月
の
秘
密
」『
九
月
の
竪
琴
』
1918）

エ
デ
ィ
ス
の
住
む
バ
ル
ト
海
に
面
し
た
北
欧
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
12
世
紀
か
ら

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
領
、１
８
０
９
年
か
ら
は
ロ
シ
ア
に
割
譲
、ロ
シ
ア
革
命
を
経
て
１

９
１
７
年
独
立
、内
戦
。実
に
複
雑
な
歴
史
を
持
つ
国
で
あ
る
。エ
デ
ィ
ス
が
通
っ
て

い
た
ロ
シ
ア
の
ド
イ
ツ
教
会
が
運
営
す
る
女
学
校
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
女
の
子

た
ち
が
通
い
、多
言
語
・
多
宗
教
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
あ
っ
た
。そ
の
た
め
彼
女
自

身
も
習
作
時
代
に
は
、90
％
が
ド
イ
ツ
語
、残
り
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、フ
ラ
ン
ス
語
、

ロ
シ
ア
語
で
詩
が
書
か
れ
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
を
話
さ
な
い
母
と
の
暮
ら
し
の
な

か
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
な
の
に
「
母
語
」
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
と
い
う
事
情
。
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
語
は
独
習
す
る
し
か
な
か
っ
た
エ
デ
ィ
ス
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、思
い
を
伝
え
る
微
妙
な
表
現
が
可
能
で
な
く
、詩
作
は
あ
る
時
期
か
ら
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
語
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
母
語
で
詩
を
書
く
私
た
ち
に
は

想
像
を
絶
す
る
多
言
語
環
境
に
あ
っ
た
エ
デ
ィ
ス
で
あ
る
。お
ま
け
に
、多
感
な
少
女

期
に
発
症
し
た
父
親
と
同
じ
結
核
に
苦
し
み
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
自
宅
と
に
限
定
さ

れ
た
生
活
。
ロ
シ
ア
革
命
の
戦
禍
を
挟
ん
だ
彼
女
の
３
１
年
の
短
い
生
涯
は
、
物
語
。

の
な
か
の
出
来
事
の
よ
う
に
映
る
。

《
私
は
ど
こ
に
も
な
い
国
に
憧
れ
る
／
な
ぜ
な
ら
　
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
》

（『
遺
稿
集
』
1925）

内
戦
で
戦
場
と
な
っ
た
ラ
イ
ヴ
ォ
ラ
は
焼
き
つ
く
さ
れ「
ど
こ
に
も
な
い
国
」に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
失
意
の
な
か
で
エ
デ
ィ
ス
に
出
来
る
冒
険
は
詩
作
だ
け
だ
っ
た
。

も
し
か
し
て「
ど
こ
に
も
な
い
国
を
さ
が
す
」こ
と
が
、詩
人
と
い
う
種
の
宿
命
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。ど
こ
に
も
な
い
場
所
、ど
こ

に
も
な
い
国
、言
語
で
し
か
構
築
で
き
な
い
世
界
に
、こ
と
ば
の
種
を
播
こ
う
と
す
る

こ
と
な
の
で
は
…
と
。

③
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
昔
話
」
清
水
翠

④
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
こ
こ
ろ
の
歌
は
」
三
宅
武

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
麦
藁
帽
子
」
今
村
欣
史

⑥
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
こ
の
春
」
佐
土
原
夏
江

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
鳥
の
歌
」
梓
野
陽
子

⑧〈
エ
ッ
セ
イ
〉「「
チ
ャ
イ
ナ
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」の
悪
夢
―
東
電
福
島
原
発

事
故
に
思
う
―
」
小
西
誠

⑨
〈
詩
論
〉「
詩
の
周
縁
を
さ
ま
よ
っ
て
　
そ
の
４
―
詩
の
周
縁
を
さ
ま
よ
っ

て
」
時
里
二
郎
（
別
枠
に
表
示
）

⑩
〈
詩
碑
探
訪
19
〉「
大
塚
徹
碑
　
北
海
の
蟹
」
石
山
淳
（
別
枠
に
表
示
）

⑪
会
員
の
情
報
・
動
静
／
刊
行
物
・
県
内
情
報
な
ど（
６
月
〜
12
月
）／
会
員

の
詩
誌
／
県
外
詩
人
団
体
発
行
本
・
同
会
報

⑫〈
訃
報
〉▽
高
須
剛
氏
　
８
月
21
日
逝
去
。「
偲
ぶ
会
」が
、10
月
23
日
赤
穂
市「
煉

瓦
屋
」
で
、
ま
た
11
月
21
日
に
相
生
市
「
エ
ミ
ー
ホ
ー
ル
」
で
催
さ
れ
た
。
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⑩
〈
詩
碑
探
訪
⑲
〉「
大
塚
徹
碑
　
北
海
の
蟹
」

石
山
淳

昭
和
初
年
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
姫
路
の
詩
人
、
大
塚
徹

（
一
九
〇
八
－
一
九
七
六
）の
詩
碑
が
、播
磨
国
総
社
に
あ
る
。正
社
名「
神
社
」。

詩
碑
は
、
境
内
、
本
殿
右
に
位
置
し
、
鳳
真
治
・
設
計
、
尾
上
明
治
・
彫

刻
、
藤
原
露
眠
・
筆
に
よ
る
も

の
。
詩
人
の
胸
像
と
と
も
に
、

樟
の
大
樹
の
許
に
あ
る
。

陽
に
興
じ
て
は

花
粉
の
ご
と
く

風
に
な
が
れ

黄
昏
に
驚
き
て
は

鳥
の
ご
と
く

巣
に
か
え
る

あ
は
れ
　
友
よ

今
日
も
　
ま
た

旅
を
ゆ
く
か

昭
和
四
年
、
二
十
一
歳
の
時
、
全
国
詩
誌
「
愛
誦
」（
交
蘭
社
、
浜
名
東
一
郎

発
行
）に
投
稿
を
は
じ
め
、六
月
号
に
西
条
八
十
選
で
特
選
と
な
っ
た
詩
で
あ

る
。『
大
塚
徹
・
あ
き
詩
集
』（
培
養
社
、
一
九
七
七
年
）
の
年
譜
に
よ
る
と
〈
昭

和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
年
）
一
月
二
十
日
、
鳳
、
富
岡
実
、
内
海
都
子
夫
た

ち
の
二
年
越
し
の
計
画
が
み
の
り
、総
社
境
内
に「
北
海
の
蟹
」（
第
一
節
）の

詩
碑
建
立
、
除
幕
式
が
行
わ
れ
る
。（
略
）
市
会
議
員
尾
上
宇
一
、
森
山
忠
子

が
建
立
運
動
に
奔
走
し
た
。〉
と
あ
る
。

こ
の
詩
は
、大
塚
徹
の
出
世
作
で
、詩
の
虜
と
な
っ
た
記
念
す
べ
き
も
の
。

詩
の
ほ
か
に
、
民
謡
、
歌
謡
、
国
民
歌
、
校
歌
な
ど
を
多
数
残
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
に
、
昭
和
二
十
八
年
に
神
戸
新
聞
の
依
頼
に
よ
り
、
総
社
二
十
一

年
目
の
三
ツ
山
祭
協
賛
の
「
三
ツ
山
音
頭
」
を
作
詞
し
、
小
唄
勝
太
郎
が
唄

っ
て
テ
イ
チ
ク
ー
レ
コ
ー
ド
か
ら
発
売
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。「
総
社
さ
ん
」

と
の
縁
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
詩
碑
を
介
し
て
思
う
の
は
、「
神
戸
詩
人
事
件
」
や
「
太
平
洋
戦
争
」

の
あ
っ
た
昭
和
と
い
う
時
代
と
、
大
塚
徹
の
周
辺
に
い
て
、
こ
の
時
代
を
生

き
ぬ
い
た
小
林
武
雄
、竹
内
武
男
、植
原
繁
市
、八
木
好
美
、詩
村
映
二
、鳳

真
治
、
沖
塩
徹
也
ら
の
先
達
詩
人
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
第
20
号
〉
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★
第
30
号
（
２
０
１
１
年
12
月
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日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
予
告
〉「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
０
１
２
―
併
催
　
ひ
ょ
う

ご
・
詩
の
現
在
展
／
２
０
１
２
年
３
月
９
日
〜
20
日
▽
鼎
談
　
３
月
10
日

（
土
）「
誰
も
い
な
い
風
景
に
む
か
う
」―
震
災
を
め
ぐ
る
詩
と
ア
ー
ト
▽
シ
ン

ポ
ジ
ュ
ウ
ム
　
３
月
17
日
（
土
）「
被
災
地
か
ら
考
え
る
東
日
本
代
震
災
」

②
〈
報
告
〉「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
２
０
１
１
」
は
、
２
０
Ⅰ
１
年
11
月

20
日
午
後
Ⅰ
時
15
分
よ
り
兵
庫
県
民
会
館
11
階
パ
ル
テ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ

た
。

▽
開
会
の
挨
拶
が
松
尾
茂
夫
会
長
か
ら
述
べ
ら
れ
た
。
今
年
で
詩
の
フ
ェ
ス

タ
は
12
年
目
を
迎
え
る
、毎
年
七
百
か
ら
八
百
の
作
品
が
応
募
さ
れ
て
い
る
、

こ
れ
ま
で
に
約
一
万
編
位
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

▽
続
け
て
、た
か
と
う
匡
子
副
会
長
に
よ
る「
一
〇
〇
年
読
み
継
が
れ
て
き
た

童
謡
詩
」と
題
し
て
の
講
演
。詩
の
言
葉
は
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
、日
常

の
な
か
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
か
ら
詩
の
言
葉
は
や
っ
て
く
る
。
西
条
八
十

作
詩
の「
か
な
り
や
」は
作
者
が
詩
が
書
け
な
く
な
っ
た
時
の
こ
と
を
書
い
て

い
る
。
ま
た
、
野
口
雨
情
作
詩
「
し
ゃ
ぼ
ん
玉
」
に
つ
い
て
は
こ
の
時
代
の
間

引
き
の
習
慣
を
悲
し
ん
で
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
解
釈
を
述
べ
た
。

「
七
つ
の
子
」同
じ
く
野
口
雨
情
作
詩
に
つ
い
て
は
、七
歳
の
子
と
い
う
論
と
、

七
羽
の
ガ
ラ
ス
と
い
う
論
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
童
謡
は
大
正
14
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ラ
ジ
オ
で
全
国
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歌
い
継
が
れ
て
き
た
童
謡
と
い

う
接
点
で
、世
代
間
の
垣
根
を
取
り
払
っ
た
共
通
の
話
題
は
、花
咲
く
こ
と
と

思
う
。
と
締
め
括
ら
れ
た
。

▽
続
い
て
、時
里
二
郎
副
会
長
か
ら
選
考
経
過
報
告
が
述
べ
ら
れ
た
。一
般
の

部
の
応
募
者
Ⅰ
７
７
名
、高
校
の
部
49
名
、こ
れ
を
８
名
で
選
考
し
た
。こ
の

時
期
、
応
募
さ
れ
た
詩
が
震
災
の
こ
と
を
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
作
品
で
も

震
災
の
こ
と
を
通
し
て
読
ん
で
し
ま
う
と
述
べ
ら
れ
た
。
ジ
ュ
ニ
ア
の
部
応

募
者
小
学
生
Ⅰ
６
９
名
、中
学
生
Ⅰ
４
Ⅰ
編
、こ
れ
を
７
名
で
選
考
し
た
。詳

し
く
は
、
入
選
作
品
集
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
表
彰
式
と
、
高
校
生
、

中
学
生
、小
学
生
の
詩
の
朗
読
が
あ
り
、記
念
撮
影
後
終
了
。入
賞
入
選
者
の

出
席
者
は
24
名
。
会
場
を
地
下
食
堂
へ
移
し
、
４
時
か
ら
懇
親
会
を
行
っ
た
。

入
賞
さ
れ
た
石
倉
宙
矢
氏
、
滝
野
澤
弘
氏
も
参
加
さ
れ
、
受
賞
作
品
を
朗
読
。

和
や
か
な
時
間
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
懇
親
会
出
席
者
は
理
事
を
除
い
た

会
員
は
数
名
で
あ
っ
た
。
　

（
文
責
　
神
田
さ
よ
）

③〈
回
想
〉「
芦
屋
、明
石
、そ
し
て
―
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
こ
と
な
ど
」安

水
稔
和
（
別
枠
に
表
示
）

④
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
イ
ン
ド
洋
が
や
っ
て
き
た
」
大
賀
二
郎

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
若
い
書
き
手
へ
つ
な
ぐ
」
渡
辺
信
雄

⑥
〈
書
評
〉「
こ
の
秋
収
穫
の
会
員
の
詩
集
か
ら
」
た
か
と
う
匡
子
／
▽
植
村

孝
『
長
い
旅
の
果
て
の
回
想
』
▽
石
山
淳
『
異
端
の
レ
ク
イ
エ
ム
』
▽
寺
岡
良

信
『
凱
歌
』
▽
杉
山
平
一
『
希
望
』

⑦
〈
評
論
〉「
詩
と
批
評
『
第
三
紀
層
』
の
終
刊
に
触
れ
て
」
谷
田
寿
郎

七
十
七
号
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
ま
し
た
が
、そ
の
足
ど
り
に
つ
い
て
は
、創

刊
か
ら
の
同
人
、三
宅
武
の
編
集
後
記
や
、三
十
八
年
間
に
及
ぶ
同
人
の
消
長

を
伝
え
る
同
人
一
覧
で
、お
判
り
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。政
治
の
季
節
と
い

わ
れ
た
六
〇
年
安
保
闘
争
か
ら
十
三
年
後
の
一
九
七
三
年
に
発
刊
。
当
時
の

宰
相
は
田
中
角
栄
。
拙
誌
『
第
三
紀
層
』
の
誌
名
の
由
来
は
、
日
本
列
島
の
形

成
が
、第
三
紀
に
生
じ
た
地
層
に
よ
る
も
の
に
因
ん
で
い
ま
す
。角
栄
は
列
島

改
造
論
を
ぶ
ち
あ
げ
、
結
果
的
に
は
国
土
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
第
三
紀

の
地
層
を
掘
り
崩
し
、自
然
を
破
壊
。拙
誌
が
、そ
う
し
た
現
実
と
向
き
合
っ

て
き
た
の
も
、む
べ
な
る
か
な
―
。詩
作
品
の
み
で
な
く
批
評
活
動
に
も
ウ
ェ

イ
ト
を
置
い
て
き
た
の
も
、
そ
ん
な
時
代
に
敏
感
に
反
応
し
た
結
果
で
あ
る

と
い
え
そ
う
で
す
。

そ
の
間
、
編
集
者
も
赤
松
徳
治
、
三
宅
武
、
た
か
と
う
匡
子
、
そ
し
て
小
生

へ
と
受
け
つ
が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
四
名
の
同
人
の
追
悼
号
を
出
す
。

こ
れ
も
拙
誌
の
特
異
性
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

終
刊
号
で
太
田
良
一
が
、エ
ッ
セ
イ「
さ
ら
ば
友
よ
」で
語
っ
て
い
る
よ
う

に
。「
こ
れ
か
ら
は
下
手
な
追
悼
文
を
書
か
な
く
て
済
む
、
と
い
う
安
堵
感
と

引
き
換
え
に
、私
の
死
も
仲
間
か
ら
追
悼
文
を
い
た
だ
か
な
い
、と
い
う
代
償

が
あ
る
。
そ
れ
も
な
ぜ
か
淋
し
い
。」
と
胸
中
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
小
生
も

そ
れ
で
良
い
の
だ
と
い
え
な
い
複
雑
な
心
境
で
す
。

同
じ
終
刊
号
で
、中
島
妙
子
が
詩「
愛
し
い
も
の
た
ち
へ
」と
い
う
作
品
を

発
表
、
そ
の
最
後
の
六
行
。

即
刻

�

�

に
と
ど
く
電
子
機
器
で
で
は
な
く

ひ
と
も
じ
ひ
と
も
じ
手
で
書
い
て

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
届
く
よ
う
に
投
函
し
ま
す

あ
な
た
た
ち
の
ど
こ
か
に
わ
た
し
の
体
温
が

―5―
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③
〈
回
想
〉「
芦
屋
、
明
石
、
そ
し
て

―
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
こ
と
な
ど
」
      安
水
稔
和

兵
庫
県
現
代
詩
協
会
は
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
生
ま
れ
た
、と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
兵
庫
県
内
の
詩
人
た
ち
の
会
を
作
る
こ
と
が
話
し

合
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、い
ず
れ
の
時
も
実
現
し
な
か
っ
た
。と
こ
ろ
が
、

一
九
九
五
年
一
月
十
七
日
の
大
震
災
後
に
話
し
合
い
が
持
た
れ
、不
思
議
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
に
ス
ム
ー
ズ
に
事
は
運
び
、
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
震
災
か
ら
二
年
後
の
一
九
九
七
年
十
一
月
二
十
三
日
に
、芦
屋
市
の
市
民

セ
ン
タ
ー
で
設
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。町
が
崩
れ
、芦
屋
川
河
岸
の
石
垣
が

崩
れ
、ま
だ
ま
だ
震
災
の
傷
跡
が
残
り
、記
憶
が
消
え
る
こ
と
な
く
満
ち
溢
れ

る
街
、
芦
屋
で
。

そ
の
日
に
定
め
ら
れ
た
会
則
の
第
一
章
第
一
条
に
は
、当
会
は
兵
庫
県
の
詩

人
た
ち
の
親
睦
交
流
を
図
り
、現
代
詩
の
普
及
発
展
の
た
め
の
相
互
協
力
や
情

報
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
と
あ
る
。そ
れ
は
、他
者
と
結
ば
れ
あ
う
こ
と

を
、
隣
と
繋
が
る
こ
と
を
願
う
心
に
外
な
ら
な
い
。
ゆ
る
や
か
に
、
ゆ
っ
く
り

と
、
し
か
し
し
っ
か
り
と
。
挨
拶
で
私
は
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

芦
屋
で
の
設
立
総
会
に
続
い
て
、兵
詩
協
の
第
一
回
目
の
講
演
と
朗
読
の
集

い
が
開
催
さ
れ
た
。〈
明
日
へ
の
架
橋
〉と
題
し
て
、明
石
市
の
サ
ン
ピ
ア
明
石

の
フ
ロ
イ
デ
ホ
ー
ル
で
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
害
は
芦
屋
・
西
宮
・
宝
塚
な
ど
阪
神
間
や
神
戸
、そ

れ
に
震
源
地
の
淡
路
に
と
ど
ま
ら
な
い
。明
石
も
ま
た
被
災
地
で
あ
っ
た
。町

も
商
店
街
も
学
校
も
公
園
も
タ
メ
池
も
、道
路
も
鉄
道
も
港
湾
も
。天
文
科
学

館
の
塔
内
部
が
全
壊
、
明
石
公
園
の
石
垣
が
崩
壊
。
だ
か
ら
、
明
石
の
人
た
ち

が
こ
の
震
災
を
阪
神
明
淡
大
震
災
と
呼
べ
と
言
っ
て
い
る
、と
聞
い
た
。芦
屋

で
の
設
立
総
会
の
次
は
ど
こ
で
開
催
し
よ
う
か
と
話
し
合
う
な
か
で
、で
は
今

度
は
西
の
明
石
は
ど
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
明
石
に
決
ま
っ
た
。

当
日
。
講
演
は
多
田
智
満
子
さ
ん
と
金
田
弘
さ
ん
。
詩
の
朗
読
は
〈
三
年
目

の
震
災
詩
〉と
題
し
て
会
員
十
四
人
が
自
作
詩
朗
読
。〈
明
日
へ
の
架
橋
〉と
い

い
、〈
三
年
目
の
震
災
詩
〉と
い
い
、１
・
17
が
私
た
ち
か
ら
遠
の
く
こ
と
は
な

か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、橋
と
言
え
ば
明
石
で
は
明
石
海
峡
大
橋
。当
初
は
全
長
三
九
一

〇
メ
ー
ト
ル
の
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
完
成
直
前
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
、

淡
路
側
の
主
塔
が
西
に
一
・
三
メ
ー
ト
ル
、岸
の
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
が
同
じ
く
西

に
一
・
四
メ
ー
ト
ル
ず
れ
た
。そ
こ
で
一
メ
ー
ト
ル
伸
ば
し
て
、大
橋
は
全
長

三
九
一
一
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
た
と
い
う
。私
た
ち
の
心
も
、私
た
ち
の
言
葉
も
、

震
災
前
と
後
と
で
は
同
じ
で
は
な
い
は
ず
だ
。橋
と
同
様
に
震
災
に
よ
っ
て
動

い
た
。
動
か
な
け
れ
ば
お
か
し
い
の
だ
。

〈
明
日
へ
の
架
橋
〉開
催
の
二
ヵ
月
後
、明
石
公
園
に
震
災
碑
が
建
立
さ
れ
除

幕
式
が
行
わ
れ
た
。青
御
影
石
の
碑
面
に
は
私
の
詩「
こ
れ
は
」が
刻
ま
れ
た
。

こ
れ
は
い
つ
か
あ
っ
た
こ
と
。

こ
れ
は
い
つ
か
あ
る
こ
と
。

だ
か
ら
よ
く
記
憶
す
る
こ
と
。

だ
か
ら
繰
り
返
し
記
憶
す
る
こ
と
。

こ
の
さ
き

わ
た
し
た
ち
が
生
き
の
び
る
た
め
に
。

今
ま
で
も
、
今
も
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
私
た
ち
は
こ
の
時
間
と
空
間
に
生
き

て
き
た
し
、
生
き
て
い
る
し
、
生
き
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
さ
き
私
た

ち
が
生
き
の
び
る
た
め
に
。

今
年
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
、東
日
本
大
震
災
。十
六
年
前
の
阪
神
淡
路

大
震
災
を
上
回
る
二
倍
三
倍
の
、い
や
二
乗
三
乗
の
言
語
を
絶
す
る
災
害
で
あ

る
。
苦
し
く
て
つ
ら
い
年
だ
っ
た
。

間
も
な
く
、１
・
17
か
ら
十
七
年
目
が
、３
・
11
か
ら
一
年
目
が
や
っ
て
く

る
。

わ
た
し
た
ち

揺
れ
て
震
え
て

そ
れ
で
も

そ
れ
だ
か
ら

い
の
ち
あ
れ

ひ
か
り
あ
れ

今
は
祈
る
の
み
。
繰
り
返
し
繰
り
返
し
た
言
葉
を
ま
た
そ
っ
と
呟
く
。
　

〈
第
30
号
〉



と
ん
ぼ
や
蝶
や
て
ん
と
う
虫
に
な
っ
て

ひ
ょ
い
と
で
も
止
ま
れ
ば
い
い
の
で
す
が
…
…
…

そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
願
い
を
胸
に
秘
め
て
、
今
後
と
も
現
代
詩
協
会
の
一

員
と
し
て
、地
道
に
書
き
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。―「
一
葉
翻
空
天
下
秋
」、

漢
詩
の
一
句
が
、
小
生
の
脳
裏
に
蘇
っ
て
き
ま
し
た
。
　

（
２
０
１
１
・
１
０
・
吉
日
）

⑧
〈
詩
誌
紹
介
〉「「
Contralto」」
坂
東
里
美

「
Contralto」は
二
〇
〇
二
年
十
二
月
に
第
一
号
を
発
行
。詩
と
エ
ッ
セ
ー
、

詩
の
評
論
、翻
訳
詩
な
ど
、Ａ
４
二
枚
を
三
つ
折
り
に
し
た
手
作
り
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
だ
が
、内
容
は
濃
い
と
自
負
し
て
い
る
。メ
ン
バ
ー
は
私
と
関
は
る
み
の

二
人
。そ
し
て
毎
号
、新
鮮
な
感
覚
の
ゲ
ス
ト
を
一
人
お
願
い
し
て
い
る
。締

め
切
り
間
際
の
胃
が
キ
リ
キ
リ
す
る
緊
張
感
は
九
年
経
っ
た
今
も
変
わ
ら
な

い
。二

〇
〇
二
年
九
月
に
第
一
詩
集
を
詩
人
藤
富
保
男
氏
の
あ
ざ
み
書
房
か
ら

出
版
し
、出
来
上
が
っ
て
初
め
て
氏
に
お
会
い
し
た
と
き「
詩
集
が
で
き
て
ほ

っ
と
し
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
汲
み
出
さ
な
い
と
詩
の

泉
は
す
ぐ
に
枯
れ
て
し
ま
う
。
簡
単
な
詩
の
冊
子
で
も
定
期
的
に
出
し
て

次
々
と
詩
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

っ
た
。
二
〇
〇
二
年
十
月
世
田
谷
文
学
館
で
の
「
西
脇
順
三
郎
没
後
二
〇
年

展
」帰
り
道
の
喫
茶
店
で
の
話
で
あ
る
。帰
宅
し
て
か
ら
す
ぐ
詩
友
の
関
は
る

み
に
声
を
か
け
て
十
二
月
に
は
第
一
号
を
出
し
た
。
詩
の
泉
を
枯
ら
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
。

「
Contralto」と
い
う
名
は
関
は
る
み
が『
ド
リ
ト
ル
先
生
』の
中
か
ら「
珍

し
い
種
類
の
雌
の
緑
の
カ
ナ
リ
ア
が
、
メ
ゾ
・
コ
ン
ト
ラ
ル
ト
（
女
性
の
低

音
）
で
う
た
う
」
か
ら
つ
け
て
く
れ
た
。
緑
の
カ
ナ
リ
ア
と
し
て
、
一
号
か
ら

従
来
の
詩
に
は
囚
わ
れ
ず
自
由
に
書
い
て
き
た
。詩
の
泉
を
汲
み
出
す
傍
ら
、

左
川
ち
か
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
モ
ダ
ユ
ス
ト
を
紹
介
し
た
エ
ッ
セ
ー
は

「
詩
学
」
に
連
載
す
る
経
験
も
得
て
、
詩
の
評
論
と
い
う
泉
を
掘
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
。ま
た
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト
は
、視
覚
詩
の
泉
を
掘
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、表
紙
の
原
画
は
今
年
も
パ
リ
で
の「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
ポ
エ
ジ
ィ
・
ジ
ャ
パ

ン
展
」に
出
展
し
て
好
評
を
得
た
。最
近
は
日
本
で
は
未
知
の
海
外
の
女
性
詩

人
の
詩
の
翻
訳
を
は
じ
め
、
さ
ら
に
新
し
い
泉
の
穴
を
掘
り
始
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

関
は
る
み
の「
切
手
」の
絵
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
詩
と
散
文
の
間
に
あ
る
作

品
は
反
響
が
多
く
、新
し
い
詩
の
可
能
性
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
る
。こ
ん
な
簡

素
な
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
も
丁
寧
に
目
を
通
し
て
く
だ
さ
る
先
輩
詩
人
も
お
ら

れ
て
あ
り
が
た
く
頭
が
下
が
る
思
い
だ
。
緑
の
カ
ナ
リ
ア
と
し
て
同
人
誌
の

中
で
は
異
端
で
あ
る
「
Contralto」
が
、
大
ら
か
で
革
新
的
な
兵
庫
の
詩
的

風
土
の
中
で
自
由
に
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。

⑨
〈
新
入
会
員
〉
▽
北
川
清
仁
▽
大
橋
愛
由
等
▽
福
本
信
子

⑩
〈
訃
報
〉
西
村
昭
太
郎
氏
・
９
月
逝
去

⑪
会
員
の
情
報
・
動
静
／
刊
行
物
・
県
内
情
報
な
ど（
６
月
〜
12
月
）／
会
員

の
詩
誌
／
県
外
詩
人
団
体
発
行
本
・
同
会
報

★
第
31
号
（
２
０
１
２
年
６
月
30
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉第
16
回
定
期
総
会
が
６
月
３
日
午
後
一
時
半
か
ら
西
宮
市
民
会
館

で
定
期
総
会
が
開
か
れ
た
。会
員
数
１
７
１
名
、出
席
者
41
名
、委
任
状
82
名
、

合
計
１
２
３
名
で
規
約
に
よ
り
総
会
が
成
立
し
た
。
松
尾
茂
夫
会
長
か
ら
挨

拶
が
あ
り
、会
場
か
ら
江
口
節
が
議
事
長
に
選
出
さ
れ
た
。事
業
報
告
・
会
計

報
告
と
本
年
度
の
事
業
案
・
会
計
案
が
総
会
で
承
認
を
受
け
た
。

▽「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」は
午
前
に
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
の
受
賞
式
・
朗
読

会
を
行
い
、
午
後
か
ら
の
一
般
の
部
を
取
り
や
め
、
小
池
昌
代
氏
に
よ
る
講

演
、
現
代
詩
朗
読
大
会
、
詩
を
語
る
夕
べ
を
新
し
く
企
画
す
る
。

▽
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
展
は
１
月
11
日
か
ら
22
日
、神
戸
文
学
館
。詩
画
展
・
詩

の
現
在
展
・
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
・
詩
と
音
楽
の
コ
ラ
ボ
を
企
画
す
る
。

▽
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
発
行
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
よ
り
隔
年
に

発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
見
直
し
を
行
い
な

が
ら
、
編
集
委
員
を
５
名
選
出
し
て
企
画
案
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

▽
「（
仮
称
）
文
学
紀
行
」
と
名
付
け
、
他
県
と
の
交
流
会
を
２

月
か
ら
３
月（
未
定
）に
計
画
し
て
お
り
、文
学
館
・
記
念
館
・

美
術
館
な
ど
詳
し
い
会
員
は
ぜ
ひ
実
行
委
員
に
入
っ
て
い
た

だ
き
楽
し
い
交
流
会
を
一
緒
に
作
り
上
げ
た
い
。

▽
二
部
で
時
里
二
郎
氏
が「
詩
が
書
け
な
く
な
っ
て
」と
い
う

演
目
で
講
演
会
が
も
た
れ
た
。言
葉
と
詩
の
関
係
、そ
し
て
谷

川
俊
太
郎
、平
出
隆
、入
沢
康
夫
な
ど
の
散
文
ス
タ
イ
ル
の
詩

に
触
れ
な
が
ら
講
演
が
進
め
ら
れ
た
。
時
里
詩
の
詩
論
と
も

い
う
べ
き
、
詩
か
ら
遠
ざ
か
る
方
法
で
詩
に
接
近
を
試
み
る

話
は
多
く
の
関
心
を
呼
ん
だ
。

▽
三
部
で
は
、司
会
・
進
行
を
寺
岡
良
信
が
つ
と
め
、芦
田
は

る
み
、
入
江
田
吉
仁
、
香
山
雅
代
、
と
べ
た
み
、
中
川
道
子
、

中
堂
け
い
こ
、
永
井
ま
す
み
、
丸
田
礼
子
、
宮
川
守
、
由
良
佐

知
子
の
10
名
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
出
版
記
念
朗
読
会
を
持
っ

た
。
時
間
が
超
過
し
た
の
で
、
そ
の
後
27
名
が
参
加
し
た
「
四

つ
葉
庵
」
の
親
睦
会
で
引
き
続
き
朗
読
会
を
行
っ
た
。

（
報
告
者
・
高
谷
和
幸
）

②
〈
報
告
〉「
第
一
回
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
玉

井
洋
子
（
別
枠
で
表
示
）

③
〈
詩
史
〉「
七
月
の
情
熱
」
高
橋
夏
男
（
別
枠
で
表
示
）

④
〈
書
評
〉「
冬
と
春
収
穫
の
会
員
の
詩
集
か
ら
」
た
か
と
う

匡
子
／
▽
に
し
も
と
め
ぐ
み
『
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
雨

は
』
▽
大
橋
愛
由
等
『
明
る
い
迷
宮
』
▽
岩
崎
風
子
『
玻
璃
と

―6―
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②〈報告〉「第 1 回　ポエム＆アートコレクション」
玉井洋子

毎年の恒例行事となっていた３月の企画展が、好評のうちに昨年（2011
年）の「詩誌「『蜘蛛』の仲間たち展」を最後に終了。併催されていた詩圓
展を残し、この度、意匠もあらたに「ポエム＆アートコレクション」とし
て再起動。第一回展には 29 名、38 点の応募があった。

☆出品者　岩崎風子　大賀二郎　大西隆志　大橋愛由等　神田さよ　香
山雅代　和比古　小酉誠　鈴木漠　高橋冨美子　谷田寿郎　谷部良一
高谷和幸　玉井洋子　とべたみ　永井ますみ　中島友子　福永祥子　中
堂けいこ　福本信子　福井久子　水こし町子　牧田榮子　松下玲子　三
浦照子　西海ゆう子　丸田礼子　山本真弓　由良佐知子

神戸文学館の常設展の場所を少しゆずってもらっての展示。展覧会をメ
インに今後を考えるなら、ちょっと手狭。館長、学芸員さんはやさしいし、
イベントには格好の場所。だが、もとチャペル。声がハウリングして聞き
取りにくいのが難点。

2012 年 3 月 9 日～20 日の開催期間中、各土曜日ごとに鼎談「誰もいな
い風景に向かう」とシンポジウム「被災地から考える東日本大震災」を開
催。東北の大震災から一年目とあって、メディアも関心をよせ、ＮＨＫの
夕方のイベントガイドや情報誌などにも多数紹介された。

最終日には作品を引き取りにきた人たちを巻きこんで、予告なしのゲリ
ラライブ。出版されたばかりのアンソロジー『ひょうご現代詩集 2011』を
もちこんでの詩の朗読会。底冷えのする寒さの中でここだけひとあし早く
春がきていた。

レンガづくりのとんがり屋根が瀟洒なたたずまいをみせる神戸文学館
は、明治 37 年に関西学院のチャペルとして建設されたものを原状に復元
したといわれる。この場所は、まだここが王子市民ギャラリーと呼ばれて
いた 2001 年、兵庫県現代詩協会が手がける企画展、第一弾「竹中郁と兵
庫の詩人たち展」が開催された場所でもある。それから実に 11 年の歳月
をかけて、表舞台に登場した著名な詩人ばかりではなく、ひょうごの詩史
からはずせない詩誌や詩人たちをほり起こし、過去を知らない私たちにル
ーツをひらいてみせてくれた。困難な資料収集と、検証には歴代の会長、副
会長をはじめ理事さん方の献身があった。

同時開催の詩の現在展「今、ことばの森はざわめいて」には、会員関連
の詩誌など 38 点、全国からよせられた年刊や会報 23 点がテーブルいっ
ぱいに展示された。                                                   〈第 31 号〉



な
っ
て
』
▽
伊
勢
田
史
郎
『
海
の
う
え
の
虹
』

⑤
〈
詩
史
〉「「
神
戸
詩
人
事
件
」
関
係
一
次
資
料
」
季
村
敏
夫
（
別
枠
で
表
示
）

⑥
〈
詩
論
〉「
詩
の
周
縁
を
さ
ま
よ
っ
て
　
そ
の
６
〜
散
文
ス
タ
イ
ル
の
作
品

を
め
ぐ
つ
て
〜
」
時
里
二
郎

⑦
〈
詩
史
〉「「
柵
」
通
巻
３
０
０
号
の
軌
跡
」
志
賀
英
夫

月
刊
詩
誌
「
柵
」
が
通
巻
３
０
０
号
を
昨
年
の
十
二
月
に
達
成
し
た
。

３
０
０
号
の
起
点
は
昭
和
61
年
12
月
10
日
で
、
第
一
号
は
ワ
ー
プ
ロ
で
仕

上
げ
た
が
。ど
こ
の
書
店
も
ワ
ー
プ
ロ
の
本
は
置
い
て
も
ら
え
ず
、当
時
開
発

さ
れ
た
Ｄ
Ｌ
Ｑ
を
手
に
入
れ
た
。

「
柵
」
の
当
初
の
仲
間
は
、
戦
前
の
「
若
草
」
で
知
り
合
っ
た
先
輩
た
ち
が

中
心
で
、創
刊
当
時
の
頁
数
は
四
十
頁
、順
次
増
頁
し
、一
年
後
に
は
百
頁
に

し
た
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、一
〇
〇
号
を
編
集
し
て
い
る
時
で
す
。ア
ー
ト
・

エ
イ
ド
神
戸
を
立
ち
上
げ
ら
れ
た
伊
勢
田
史
郎
さ
ん
か
ら
、「
震
災
詩
集
」
の

刊
行
の
電
話
で
逸
早
く
参
加
し
て
、四
月
に
初
版
を
発
行
、好
評
で
三
版
を
重

ね
た
。
翌
年
は
第
二
集
。
三
年
目
に
「
復
興
の
譜
」
の
副
題
で
第
三
集
の
刊
行

で
す
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
事
柄
に
被
災
さ
れ
た
芦
屋
の
吉
沢
独
陽
さ
ん
の
ご
家
族

か
ら
、蔵
書
を
軽
ト
ラ
一
杯
、頂
き
ま
し
た
。こ
の
蔵
書
の
中
に
戦
前
の
詩
誌

が
多
数
あ
り
、こ
れ
を
活
用
し
て『
戦
前
の
詩
誌
・
半
世
紀
の
年
譜
』を
作
成

す
る
の
に「
柵
」１
１
６
〜
１
３
５
号
誌
上
で
一
般
の
か
た
に
協
力
を
要
請
し

て
、
集
ま
っ
た
詩
誌
や
文
学
館
の
蔵
書
を
探
り
出
し
て
約
千
五
百
点
を
収
録

し
て
、
十
年
前
の
一
月
に
一
冊
に
ま
と
め
て
刊
行
し
た
。

こ
れ
が
『
戦
後
詩
誌
の
系
譜
』
の
刊
行
に
繋
が
り
ま
す
。

「
柵
」
誌
上
で
は
２
０
１
号
〜
２
４
９
号
ま
で
連
載
し
、
約
三
千
点
を
収
録

し
た
。

⑧
〈
詩
誌
〉「
個
人
誌
に
つ
い
て
」
か
た
だ
 と
き
こ

⑨
〈
追
悼
〉「
和
田
英
子
さ
ん
の
逝
去
を
悼
む
」
松
尾
茂
夫

今
年
三
月
、
詩
人
の
和
田
英
子
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
八
十
六
歳
、

地
味
で
人
前
で
目
立
と
う
と
は
し
な
い
人
だ
っ
た
が
、
根
気
よ
く
詩
誌
発
行

や
詩
作
に
専
念
さ
れ
て
い
た
。

伊
勢
田
史
郎
氏
ら
の
発
案
で
神
戸
周
辺
の
詩
作
者
た
ち
の
合
評
用
冊
子

「
現
代
詩
神
戸
」
の
発
行
実
務
を
四
十
年
余
り
も
季
刊
を
維
持
し
つ
づ
け
、
追

悼
号
の
次
号
は
二
四
〇
号
で
あ
る
。

第
三
詩
集『
点
景
』で
小
熊
秀
雄
賞
を
受
賞
、ま
た
地
域
で
の
評
価
も
高
く
、

神
戸
市
文
化
賞
や
兵
庫
県
文
化
賞
も
受
け
て
い
る
。

大
正
十
五
年
生
ま
れ
な
の
で
、敗
戦
時
に
は
数
え
年
二
十
歳
、疎
開
の
た
め

高
等
女
学
校
も
中
退
の
か
た
ち
に
な
り
、
暗
い
青
春
期
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。一

昨
年
暮
れ
か
ら
体
調
を
崩
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、「
現
代
詩
神
戸
」
発
行

業
務
や
会
計
を
戦
後
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
微
塵
の
隙
も
な
い
生
涯
を
全
う
さ

れ
た
。

⑩
〈
追
悼
〉「
杉
山
平
一
さ
ん
の
逝
去
を
悼
ん
で
」
福
井
久
子

５
月
19
日
、杉
山
さ
ん
が
肺
炎
で
亡
く
な
ら
れ
た
。４
月
25
日
発
行
の「
日

本
現
代
詩
会
報
」
で
、
今
年
の
第
30
回
現
代
詩
人
賞
を
杉
山
さ
ん
が
受
賞
さ

れ
、６
月
２
日
開
催
の「
日
本
の
詩
祭
2
0
1
2
」で
贈
賞
さ
れ
る
こ
と
を
読

ん
だ
ば
か
り
で
あ
り
、
し
か
も
御
自
身
が
東
京
ま
で
受
賞
式
に
出
か
け
ら
れ

る
と
あ
っ
た
後
だ
っ
た
か
ら
驚
き
ま
し
た
。

昭
和
18
年
に
処
女
詩
集
『
夜
学
生
』
出
版
、
27
年
『
ミ
ラ
ボ
ー
橋
』、
42
年

に
『
声
を
限
り
に
』、
52
年
に
『
ぜ
び
ろ
す
』、
62
年
『
木
の
聞
か
く
れ
』
が
出

版
さ
れ
、
平
成
９
年
『
杉
山
平
一
全
詩
集
』（
上
・
下
巻
）、
16
年
「
青
を
め
ざ

し
て
』、
次
に
『
巡
航
船
』、
18
年
『
現
代
詩
文
庫
1
0
4
8
』、
昨
年
11
月
に

『
希
望
』
の
一
刷
が
、
二
刷
が
12
月
に
発
行
さ
れ
、
杉
山
さ
ん
の
御
活
躍
ぶ
り

が
私
た
ち
の
前
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
半
年
後
に
幽
明
境
を
異

に
さ
れ
る
と
は
、
心
の
底
に
石
を
投
げ
こ
ま
れ
た
思
い
で
す
。
詩
集
「
希
望
』

最
後
の
詩
「
犬
の
声
」
に
は
い
わ
ゆ
る
「
四
季
派
抒
情
」
に
入
り
き
ら
な
い
生

の
根
底
に
あ
る
恐
ろ
し
さ
が
覗
い
て
い
ま
す
。
即
ち
、「
い
ま
や
遠
ざ
か
り
つ

丶
あ
る
／
生
き
も
の
た
ち
の
声
」で
す
。現
代
詩
人
賞
受
賞
に
際
し
て
の
言
葉

の
中
に
「
私
の
詩
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
基
本
に
あ
り
…
…
…
」
と
あ
っ
て
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、先
に
述
べ
た『
犬
の
声
』に
み
ら
れ
る

―7―
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③
〈
詩
史
〉「
七
月
の
情
熱
」高

橋
夏
男

神
戸
港
メ
リ
ケ
ン
波
止
場
を
、
銅
鑼
の
音
と
と
も
に
日
本

郵
船
八
幡
丸
は
上
海
に
向
け
て
出
航
し
た
。一
九
二
一
年（
大

正
10
）
一
月
、
乗
っ
て
い
た
草
野
心
平
は
十
八
歳
、
ま
だ
詩
を

志
す
意
思
も
定
か
で
な
く
、
青
春
彷
徨
の
カ
オ
ス
の
中
に
い

た
。
目
指
す
は
広
東
省
広
州
の
嶺
南
大
学
だ
。

こ
の
年
に
は
、
佐
藤
春
夫
『
殉
情
詩
集
』
や
平
戸
廉
吉
「
日

本
未
来
派
宣
言
」が
出
た
り
し
て
、詩
壇
も
近
代
か
ら
現
代
へ

の
大
き
な
う
ね
り
の
中
に
あ
り
、
大
学
が
ア
メ
リ
カ
系
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
だ
っ
た
か
ら
、
リ
ン
ゼ
イ
、
カ
ミ
ン
グ

ズ
、マ
ス
タ
ー
ズ
な
ど
の
ア
メ
リ
カ
詩
に
親
し
み
、と
り
わ
け

サ
ン
ド
バ
ア
グ
に
惹
か
れ
て『
シ
カ
ゴ
詩
集
』『
煙
と
鋼
鉄
』を

翻
訳
し
た
り
し
て
、
草
野
は
詩
へ
の
接
近
を
強
め
る
。

一
九
二
三
年
（
大
正
12
）
七
月
、
暑
中
休
暇
と
徴
兵
検
査
で

帰
国
し
た
草
野
は
、
亡
兄
・
民
平
の
遺
稿
詩
集
『
廃
園
の
喇

叭
』を
出
版
し
、猪
狩
満
直
た
ち
郷
里
福
島
県
磐
城
の
グ
ル
ー

プ
に
加
わ
っ
て
詩
人
と
し
て
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
九

月
は
じ
め
、広
州
に
向
か
う
途
次（
そ
の
船
上
で
関
東
大
震
災
の
報

に
接
す
る
）、京
都
で
竹
内
勝
太
郎
や
関
西
学
院
の
教
授
・
学
生

た
ち
の
詩
誌
「
想
苑
」
を
知
る
が
、
猪
狩
満
直
た
ち
と
竹
内
勝

太
郎
は
、
そ
の
後
の
彼
の
詩
的
出
発
に
当
た
り
大
事
な
存
在

に
な
っ
て
い
く
。

竹
内
と
会
っ
た
り
、
中
国
へ
往
来
す
る
大
阪
・
神
戸
で
は
、

自
分
の
出
す
詩
誌
の
有
力
な
同
人
に
な
る
黄
瀛

�
�
�
�

、
原
理

�
�
�

充
雄

�
�
�

、

坂
本
遼
ら
と
巡
り
会
わ
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、詩
人
へ
の
登
竜
門
と
さ
れ
て
い
た
詩
誌「
日
本
詩
人
」（
新

潮
社
）
に
入
選
し
た
ば
か
り
の
新
進
の
彼
ら
を
仲
間
に
迎
え

て
、
草
野
は
詩
誌
「
銅
鑼
」（
一
九
二
五
年
）
の
創
刊
に
至
る

の
で
あ
る
。

原
理
充
雄
は
、
後
に
左
傾
し
て
草
野
と
袂
を
分
か
ち
思
想

運
動
に
急
進
、
治
安
維
持
法
で
獄
死
し
、
草
野
に
追
悼
詩
「
原

理
死
す
」
を
書
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
関
西
学
院
で

竹
中
郁
と
同
級
だ
っ
た
坂
本
遼
の
詩
集『
た
ん
ぽ
ぽ
』（
一
九
二

七
年
）
の
序
文
を
草
野
、
跋
文
を
原
理
が
書
い
て
、
神
戸
に
現

代
詩
の
ユ
ニ
ー
ク
な
記
念
碑
を
建
て
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
坂
本
と
草
野
の
出
会
い
は
、一
九
二
五
年
六
月
。帰
国

し
て
神
戸
に
上
陸
し
、元
町
辺
り
の
宿
屋
に
い
た
彼
を
、学
生

服
の
坂
本
が
訪
ね
て
き
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、「
銅
鑼
」
を
出

し
て
い
た
前
後
、た
び
た
び
神
戸
に
来
遊
し
、坂
本
や
後
輩
の

学
生
た
ち
の
下
宿
の
食
客
・
居
候
を
決
め
込
ん
で
逗
留
、
関

学
な
ど
の
多
く
の
詩
人
た
ち
に
刺
激
を
与
え
た
。
姫
路
砲
兵

隊
に
入
営
し
た
坂
本
と
の
面
会
に
、
仲
間
た
ち
大
勢
で
出
か

け
た
り
も
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
人
の
父
と
日
本
人
の
母
を
持
つ
留
学
生

の
黄
瀛
に
も
、
神
戸
は
ゆ
か
り
の
深
い
往
還
の
門
戸
だ
っ
た
。

彼
に
は
、馴
染
み
や
す
い
国
際
都
市
の
街
角
に
心
安
ら
ぎ
、混

血
の
身
の
自
分
と
妹
へ
の
思
い
を
こ
め
て
情
感
に
浸
っ
た
作

品
が
あ
る
。

〈
七
月
の
情
熱
〉
―
―
白
い
パ
ラ
ソ
ル
の
か
げ
か
ら
／

私
は
美
し
い
神
戸
の
ア
ヒ
ノ
コ
を
見
た
／
す
っ
き
り

し
た
姿
で
／
何
だ
か
露
に
ぬ
れ
た
百
合
の
花
の
よ
う

に
／
涙
ぐ
ま
し
い
処
女
を
見
た
／
父
が
―
―
／
母
が

―
―
／
そ
の
中
に
生
れ
た
美
し
い
ア
ヒ
ノ
コ
の
娘
／

そ
の
ア
ヒ
ノ
コ
の
美
し
さ
が
か
な
し
か
っ
た
／
／

あ
ゝ
、
私
は
コ
ー
ル
テ
ン
の
ヅ
ボ
ン
を
な
ら
し
乍

ら
／
そ
の
美
し
い
楚
々
た
る
姿
に
／
パ
ナ
マ
ハ
ッ
ト

の
風
を
追
は
う
と
し
た
／
彼
女
の
白
い
パ
ラ
ソ
ル
の

影
で
／
そ
の
美
し
い
眼
と
唇
に
／
聖
い
接
吻
を
与
え

よ
う
と
／
ふ
と
途
上
の
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
下
で
／
七
月

の
情
熱
を
高
め
て
し
ま
つ
た

父
は
四
川
省
重
慶
の
師
範
学
校
長
、
母
も
中
国
の
女
子
教

育
に
尽
く
し
た
人
だ
っ
た
。父
を
早
く
失
い
、妹
と
と
も
に
母

の
郷
里
の
千
葉
県
に
帰
っ
て
日
本
の
教
育
を
受
け
る
が
、
事

情
が
生
じ
て
再
び
天
津
に
移
り
、
青
島
日
本
中
学
校
に
編
入

す
る
。そ
ん
な
挫
折
と
変
転
の
中
で
詩
を
書
き
は
じ
め
、や
が

て
早
熟
な
詩
才
が
草
野
心
平
と
の
邂
逅
で
花
開
く
こ
と
に
な
る
。

実
生
活
面
で
の
黄
瀛
は
、
父
と
母
と
の
二
つ
の
祖
国
の
風

雲
と
動
乱
を
く
ぐ
っ
て
数
奇
か
つ
波
瀾
の
運
命
を
た
ど
る
。

日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
を
出
た
エ
リ
ー
ト
軍
人
と
し
て
、
ま

ず
蒋
介
石
の
下
で
母
の
祖
国
日
本
と
戦
っ
た
。
つ
づ
く
内
戦

の
あ
と
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
で
、
国
民
党
軍
の
高
級

将
校
（
少
将
）
と
し
て
捕
虜
に
さ
れ
、
裁
判
に
よ
り
重
労
働
が

課
せ
ら
れ
て
入
獄
（
一
九
四
九
年
）、
一
九
六
二
年
に
出
獄
し
た

が
、
一
九
六
六
年
文
化
大
革
命
に
際
し
て
日
本
と
の
関
係
が

追
求
さ
れ
、
再
び
十
一
年
半
の
獄
中
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
言
語
に
絶
す
る
生
涯
で
あ
る
。

し
か
し
。詩
人
で
も
あ
り
つ
づ
け
た
彼
が
、南
京
で
敗
戦
を

迎
え
て
収
容
所
に
い
た
草
野
心
平
を
探
し
出
し
、
親
交
と
援

助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
厚
い
友
誼
を
、
草
野
は
記
し
留
め
て

い
る
。

日
中
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
の
若
き
黄
瀛
は
、
詩
集
『
景
星
』

（
一
九
三
〇
年
）『
瑞
枝
』（
一
九
三
四
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
詩
人
と

し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
木
山
捷
平

は
、
彼
の
詩
「
七
月
の
情
熱
」
と
同
名
の
小
説
に
、
黄
瀛
の
美

し
い
妹
の
黄
寧
馨
に
想
い
を
寄
せ
る
話
を
書
い
て
い
る
。
貧

と
放
浪
の
デ
カ
ダ
ン
暮
ら
し
の
木
山
と
、
良
家
の
躾
と
教
養

を
身
に
つ
け
た
黄
瀛
と
は
不
思
議
に
ウ
マ
が
合
っ
た
。
士
官

学
校
の
寄
宿
舎
か
ら
誘
い
出
し
て
は
、
夜
の
巷
を
引
っ
張
り

ま
わ
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
黄
瀛
は
、詩
碑
が
銚
子
に
で
き
て
、二
〇
〇
〇
年（
平

成
12
）夏
に
来
日
、九
十
三
歳
だ
っ
た
。そ
の
こ
と
を
後
に
知

っ
た
ぼ
く
は
、
い
わ
ば
幻
の
詩
人
だ
っ
た
原
理
充
雄
の
こ
と

な
ど
、
思
い
出
を
語
っ
て
も
ら
う
べ
く
手
紙
を
出
し
た
。
高

齢
な
の
で
案
じ
て
い
た
が
、
さ
い
わ
い
四
川
外
語
学
院
教
授

な
ど
の
肩
書
き
の
あ
る
名
刺
と
近
影
を
添
え
た
丁
重
な
返

書
が
届
い
た
。
坂
本
遼
や
原
理
充
雄
に
会
っ
た
と
い
う
証
言

が
あ
り
、
原
理
の
竹
内
勝
太
郎
宛
の
書
簡
に
大
阪
の
彼
を
草

野
と
黄
瀛
が
一
緒
に
訪
ね
て
き
た
と
あ
る
の
と
一
致
、
念
願

を
果
た
し
た
喜
び
を
感
じ
た
の
だ
っ
た
。

み
ず
か
ら
の
混
血
・
ア
ヒ
ノ
コ
の
悲
哀
に
傷
み
な
が
ら
、

日
本
へ
の
親
愛
を
も
ち
つ
づ
け
た
彼
に
と
っ
て
、
神
戸
を
歌

っ
た「
七
月
の
情
熱
」一
篇
は
、そ
の
青
春
の
自
画
像
で
も
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
（
平
成
17
）
七
月
三
〇
日
、
い
さ
さ
か
の
栄
光

と
多
く
の
苦
難
に
満
ち
た
生
涯
を
終
え
た
。
九
十
八
歳
で
あ
る
。

草
野
心
平
が
神
戸
港
を
出
る
と
き
に
聞
い
た
銅
鑼
の
音

が
、
詩
誌
「
銅
鑼
」
と
な
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
な
る

若
い
詩
人
た
ち
が
、
神
戸
の
現
代
詩
の
幕
を
切
っ
て
落
と
し

た
と
言
っ
て
み
た
い
気
持
ち
を
、
ぼ
く
は
持
ち
つ
づ
け
て
き

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
   　
 〈
第
31
号
〉



異
界
に
も
眼
が
と
ど
い
て
い
た
の
で
す
。

杉
山
さ
ん
は
松
江
高
校
文
科
甲
類
に
入
学
し
た
頃
か
ら
映
画
に
興
味
を
持

ち
、映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
技
法
を
媒
介
に
し
た
絵
画
的
雰
囲
気
や
、現
実
生

活
に
悩
み
生
き
る
人
々
と
共
感
す
る
姿
勢
で
解
説
す
る
映
画
演
劇
論
を
書
い

て
お
り
、
大
学
で
も
講
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

兵
庫
県
現
代
詩
協
会
で
、「
四
季
」
に
つ
い
て
安
水
稔
和
さ
ん
と
の
対
談
を

催
し
ま
し
た
が
、資
料
の
こ
と
で
杉
山
さ
ん
の
お
宅
ま
で
参
り
ま
し
た
。そ
の

折
の
書
籍
に
囲
ま
れ
た
穏
や
か
な
お
姿
を
今
も
思
い
お
こ
し
ま
す
。
平
安
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

⑪
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体

発
行
本

★
第
32
号
（
２
０
１
２
年
12
月
20
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
予
告
〉「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
〜
見
る
こ
と
で
は
示
し
得

な
い
世
界
の
渦
を
」
２
０
Ⅰ
３
年
Ⅰ
月
11
日
〜
22
日
。

場
所
・
神
戸
文
学
館
。
▽
詩
を
音
楽
に
の
せ
て
コ
ン
サ
ー
ト
は
Ⅰ
月
12
日

▽
「
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
」「
綾
見
謙
『
兵
庫
の
詩
人
』
の
世
界
」

Ⅰ
月
19
日
「
綾
見
謙
『
兵
庫
の
詩
人
』
の
世
界
」
た
か
と
う
匡
子
（
司
会
・

大
橋
愛
由
等
）

▽
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
出
品
者
／
井
之
上
幸
代
・
大
橋
愛

由
等
・
和
比
古
・
香
山
雅
代
・
佐
藤
勝
太
・
眞
田
千
穂
・
鈴
木
漠
・
高
谷
和

幸
・
た
か
は
ら
お
さ
む
・
玉
井
洋
子
・
谷
部
良
一
・
戸
部
多
美
・
中
島
友

子
・
中
堂
け
い
こ
・
西
海
ゆ
う
こ
・
福
永
祥
子
・
松
下
玲
子
・
丸
田
礼
子
・

三
浦
照
子
・
水
こ
し
町
子
・
山
本
真
弓
・
由
良
佐
知
子

②
〈
予
告
〉「
第
一
回
・
文
学
紀
行
」
岡
山
後
楽
園
と
吉
備
路
文
学
館
を
訪
ね

る
。
２
０
Ⅰ
３
年
３
月
10
日
。

③
〈
報
告
〉「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
―
―
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
２
０
Ⅰ
２
」

11
月
18
日
県
民
会
館
11
階
パ
ル
テ
ホ
ー
ル
で
11
時
か
ら
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
の

表
彰
式
を
開
い
た
。「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」は
今
年
で
13
回
目
に
な
る
。

今
回
で
変
わ
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ
は
一
般
の
部
の
全
国
公
募

が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
新
し
く
２
部
と
し
て
午
後
の
１
時
か
ら
講
演
会
と

県
外
の
詩
人
も
含
め
た
朗
読
会
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
を
数
字
で
見
る
と
、
出
演
・
出
場
者
が
３

４
７
人
・
観
客（
一
部
と
二
部
を
合
わ
せ
て
）１
１
６
人
、と
い
う
数
字
に
な

る
。出
演
・
出
場
者
と
い
う
の
は
作
品
の
応
募
者
の
こ
と
で
、前
年
と
比
較
す

る
と
37
人
増
え
て
い
る
。こ
れ
は
数
字
が
と
ら
え
た
一
面
で
あ
っ
て
、必
ず
し

も
今
回
が
数
量
と
質
的
に
充
実
し
た
も
の
で
は
な
い
と
選
考
委
員
に
か
か
わ

っ
た
人
は
思
う
だ
ろ
う
。
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
は
９
月
18
日
に
締
切
、
応
募
校
48

校
、応
募
数
３
４
７
作
品
だ
っ
た
。最
終
選
考
会
は
９
月
30
日
に
私
学
会
館
で

午
後
１
時
か
ら
も
っ
だ
。選
考
委
員
は
神
田
さ
よ
、た
か
と
う
匡
子
、高
谷
和

幸
、
玉
井
洋
子
、
寺
岡
良
信
、
時
里
二
郎
、
永
井
ま
す
み
、
丸
田
礼
子
の
８
名

で
、第
２
次
選
考
を
通
過
し
た
55
作
品
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。結
果
は
入
賞

―8―
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⑤
〈
詩
史
〉「
神
戸
詩
人
事
件
」
関
係
一
次
資
料

季
村
敏
夫

〈
岬
絃
三
昭
和
十
二
年
六
月
細
川
基
宛
書
簡
　
封
書
〉

拝
福
。
お
端
書
拝
読
致
し
ま
し
た
。
実
は
も
う
少
し
朝
早
々
頂
き
ま
し
た
ら

お
逢
ひ
出
来
ま
し
た
も
の
と
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
去
る
二
日
の
夜
突
然
出
発

致
し
ま
し
て
木
曽
路
を
通
り
ま
し
た
。
地
図
を
見
ま
し
た
ら
伊
那
電
鉄
の
赤
穂

と
云
ふ
処
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
多
分
其
所
で
下
車
す
れ
ば
と
考
へ
ま
し
た
。

し
か
し
塩
尻
で
乗
換
へ
、
そ
の
他
時
間
を
調
べ
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
か
な
り

離
れ
て
ゐ
る
様
で
、
と
て
も
時
間
が
な
く
一
日
で
往
復
が
不
可
能
の
様
に
考
へ

ら
れ
、「
上
松
」と
云
ふ
駅
で
寝
覚
の
床
と
云
ふ
名
勝
を
さ
ぐ
り
長
野
へ
下
車
し

て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
長
野
の
駅
で
、
あ
あ
云
ふ
拙
信
差
し
あ
げ
て
ゐ
る
以
上
お

返
事
が
な
く
て
も
素
通
り
し
た
の
が
ど
う
も
気
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
の
で
、
お

端
書
て
考
つ
つ
ゐ
ま
し
た
が
、
つ
い
失
礼
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
返
事
が
な
く

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
帰
神
し
ま
す
と
、
詩
友
た
ち
が
み
な
信
濃
の
細
川
氏
に

お
逢
ひ
し
た
か
と
問
は
れ
ま
す
の
で
弱
り
ま
し
た
。
実
を
申
し
ま
す
と
、
信
州

線
で
是
が
非
で
も
貴
氏
に
お
逢
ひ
し
、
種
々
お
話
を
承
り
た
か
つ
た
の
で
す

が
、
ど
う
も
致
し
方
あ
り
ま
せ
ん
。
長
野
か
ら
直
江
津
に
下
車
、
岡
崎
余
情
氏

に
久
々
お
逢
ひ
一
夜
御
厄
介
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
貴
氏
の
お

噂
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

直
江
津
か
ら
黒
部
へ
廻
り
宇
奈
月
一
泊
、
つ
い
で
高
山
へ
方
等
み
ゆ
き
氏
を

訪
問
、
鯖
江
下
車
、
横
山
貞
松
氏
に
お
逢
ひ
し
天
の
橋
立
へ
演
田
晴
美
氏
を
訪

ひ
ま
し
た
。
予
定
を
し
つ
か
り
計
画
し
て
参
り
ま
す
れ
ば
お
逢
ひ
し
た
い
方
が

多
々
あ
り
ま
し
た
が
当
地
で
ご
た
ご
た
あ
り
ま
し
た
た
め
突
然
出
発
し
て
し

ま
つ
た
わ
け
で
す
。
木
曾
、
信
濃
路
へ
は
長
年
待
望
の
旅
で
し
た
の
で
、
う
れ

し
い
も
の
で
し
た
が
貴
氏
に
お
逢
ひ
出
来
な
か
つ
た
の
が
い
ち
ば
ん
残
念
で

な
り
ま
せ
ん
。
波
田
氏
宅
で
「
個
体
」
の
話
な
ど
出
ま
し
て
種
々
さ
ま
ざ
ま
な

会
談
に
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

い
つ
か
ま
た
お
逢
ひ
出
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
事
と
存
じ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を

楽
し
み
に
し
て
ゐ
ま
す
。

当
地
「
神
戸
詩
人
ク
ラ
ブ
」
を
設
立
し
て
半
ヶ
年
に
な
り
ま
す
が
、
い
ま
だ

仕
事
ら
し
い
仕
事
も
せ
ず
弱
つ
て
ゐ
ま
す
が
い
づ
れ
団
体
の
仕
事
と
し
て
素

晴
し
い
成
績
を
得
る
こ
と
と
運
動
中
で
す
。
私
た
ち
の
「
以
後
」
も
こ
の
上
旬

刊
行（
第
二
冊
）の
予
定
で
す
が
私
が
前
記
の
始
末
で
遅
れ
て
し
ま
い
ひ
只
今
編

纂
と
り
か
か
つ
た
と
こ
ろ
で
す
。
厚
か
ま
し
く
も
詩
集
刊
行
を
思
ひ
た
ち
、
亜

騎
保
の
今
秋
刊
行
に
つ
い
て
な
ん
と
か
ま
と
め
た
い
と
計
画
中
で
す
。
そ
の
せ

つ
は
何
分
と
も
に
お
願
ひ
致
し
ま
す
。

乱
筆
な
が
ら
右
ま
で
。

艸
々

岬
絃
三

六
月
十
三
夜

細
川
　
基
様

全
く
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
欲
を
申
せ
ば
お
返
事
が
遅
か
っ
た
様
に
存
ぜ
ら
れ

ま
す
が
、
当
方
の
得
勝
手
が
こ
の
様
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
の
で
せ
ふ
。

【
解
題
】
消
印
は
葺
合
。
切
手
は
四
銭
緑
色
。
本
文
便
箋
四
枚
の
筆
記
用
具
は

万
年
筆
、
黒
イ
ン
ク
。
封
筒
は
和
紙
、
表
と
裏
は
毛
筆
。
本
書
簡
は
、
神
戸
市

御
影
町
石
屋
字
左
美
也
一
五
七
に
住
む
岬
絃
三
（
本
名
、
田
部
悦
郎
）
が
細
川
基

に
宛
て
た
も
の
。細
川
の
住
所
は
長
野
縣
上
伊
那
郡
赤
穂
村
。一
九
〇
七（
明
治

四
十
）
年
長
野
県
生
ま
れ
。
詩
集
に
『
悪
童
生
誕
』（
黒
貌
社
出
版
・
昭
和
四
年
）、

『
蝉
』（
北
書
房
・
昭
和
二
十
八
年
四
月
）
そ
の
ほ
か
民
謡
集
、
句
集
が
あ
る
。
細
川

は
リ
ア
ン
浅
間
事
件
に
関
与
し
た
詩
人
と
違
い
、
素
朴
な
実
感
を
基
礎
に
し
た

抒
情
を
展
開
、
三
年
後
（
昭
和
十
五
）
勃
発
す
る
神
戸
詩
人
事
件
の
関
係
者
、
亜

騎
保
、
足
立
巻
一
、
津
高
和
一
ら
の
交
友
の
広
さ
が
伺
わ
れ
る
。
木
曽
路
へ
の

旅
は
格
別
の
印
象
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
、
岬
絃
三
は
雑
誌
『
映
画
無
限
』
第

十
号（
昭
和
十
二
年
七
月
、発
行
所
神
戸
市
湊
東
区
荒
田
町
一
丁
目
五
六
九
－
一
一
〇
）

へ
「
木
曽
路
」
と
題
し
た
随
想
を
寄
せ
て
い
る
。
廣
田
好
夫
、
亜
騎
保
、
岬
絃

三
は
　
『
映
画
無
限
』
同
人
で
も
あ
り
、
内
務
省
警
保
局
資
料
に
は
、『
映
画
無

限
』及
び
新
開
地
の
映
画
館
朝
日
館
で
上
映
さ
れ
た『
ひ
と
で
』『
ア
ラ
ン
』『
貝

殻
と
僧
侶
』
へ
の
記
述
が
あ
る
。
亜
騎
保
の
未
刊
詩
集
タ
イ
ト
ル
は
『
神
話
主

義
雑
考
』、「
神
戸
詩
人
ク
ラ
ブ
」
設
立
は
昭
和
十
二
年
一
月
十
七
日
。
な
お
岬

絃
三
個
人
誌
『
滑
車
』
四
号
（
昭
和
八
年
十
一
月
）
に
細
川
基
の
「
白
い
羽
」
掲

載
。
方
等
み
ゆ
き
は
『
女
人
詩
』
と
い
う
瀟
洒
な
雑
誌
を
刊
行
、
一
時
神
戸
に

居
住
、
左
川
ち
か
と
も
交
友
が
あ
っ
た
。

〈
第
31
号
〉



５
作
品
、入
選
13
作
品
が
比
較
的
早
く
決
定
し
た
。そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
学

校
か
ら
の
課
題
作
品
の
丸
投
げ
が
多
く
、
変
わ
り
映
え
の
し
な
い
作
品
が
多

く
み
ら
れ
た
こ
と
が
言
え
る
。
選
考
し
た
委
員
か
ら
詩
の
低
下
を
感
じ
た
と

感
想
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
ま
さ
に
今
年
の
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
は
そ
の
言
葉
が
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

表
彰
式
は
掲
載
し
た
写
真
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、

18
人
の
入
選
・
入
賞
者
の
う
ち
８
人
の
出
席
だ
っ
た
。
式
典
の
あ
っ
た
パ
ル

テ
ホ
ー
ル
が
大
き
い
だ
け
に
寂
し
さ
が
際
立
つ
よ
う
に
思
え
る
。
応
募
が
あ

っ
た
日
に
お
礼
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
り
、入
賞
・
入
選
が
決
ま
っ
て
、確
認
の

た
め
に
も
う
一
度
電
話
を
、
そ
の
後
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
て
依
頼
文
を

全
応
募
校
に
郵
送
し
た
。し
か
し
、当
日
ま
で
に
欠
席
の
返
事
が
あ
っ
た
の
は

３
人
だ
け
だ
っ
た
の
だ
が
。

反
面
う
れ
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
田
中
み
ゆ
さ
ん
「
か
も
の
親
子
」（
小
３

年
生
）
の
母
親
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
朗
読
を
つ
ま
づ
か
な
い
よ
う

に
、作
品
を
読
む
練
習
を
さ
せ
た
い
の
だ
が
、作
品
の
コ
ピ
ー
し
た
も
の
が
な

い
の
で
送
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
詩
に
つ
い
て
選
考
委
員
会

で
も
家
族
関
係
の
あ
た
た
か
い
結
び
つ
き
が
話
題
に
な
っ
た
作
品
な
の
で
よ

く
覚
え
て
い
る
。私
は
作
品
を
コ
ピ
ー
し
て
お
送
り
し
た
。練
習
の
成
果
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
ス
テ
ー
ジ
の
上
の
彼
女
は
作
品
を
落
ち
着
い
て
読
む
こ

と
が
出
来
た
。そ
れ
を
見
な
が
ら「
か
も
の
親
子
」に
私
は
ひ
そ
か
に
拍
手
を

送
っ
た
。

▽
２
部
。
小
池
昌
代
氏
の
講
演
と
現
代
詩
朗
読
の
会
を
同
会
場
を
半
分
に
区

切
り
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で
開
い
た
。朗
読
会
は
県
外
の
詩
人
、会
員
外
の

詩
人
を
含
め
10
人
の
参
加
が
あ
っ
た
。
ベ
テ
ラ
ン
の
詩
人
か
ら
実
験
的
な
若

手
の
詩
人
ま
で
多
彩
な
詩
の
声
の
競
演
と
な
っ
た
。観
客
数
は
76
人
だ
っ
た
。

そ
の
後
、ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
場
所
を
移
し
て「
詩
を
語
る
夕
べ
」が
行

わ
れ
た
。小
池
昌
代
さ
ん
の
詩
集
や
著
書
に
つ
い
て
、自
由
な
発
言
や
話
し
合

い
が
で
き
、
心
に
残
る
有
意
義
な
会
に
な
っ
た
。事

務
局
　
高
谷
和
幸

④
〈
報
告
〉「
歌
と
詩
の
あ
い
だ
に
―
小
池
昌
代
さ
ん
の
講
演
を
聞
き
ま
し
た

―
」
玉
井
洋
子

「
ぐ
に
ゃ
っ
と
し
て
、
身
の
う
ち
に
ふ
わ
っ
と
は
い
っ
て
き
て
、
た
ち
ま
ち

何
か
を
う
ば
っ
て
、
ふ
っ
と
消
え
て
い
く
、
こ
の
力
は
な
ん
だ
ろ
う
」。
短
歌

の
印
象
を
こ
ん
な
風
に
語
る
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
の
詩
の
み
ず

み
ず
し
さ
の
秘
密
は
、
い
き
も
の
め
い
た
こ
の
感
覚
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
原

点
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

神
戸
は
は
じ
め
て
だ
と
い
う
小
池
昌
代
さ
ん
。関
西
弁
を
き
く
と
、魂
を
も

っ
て
い
か
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
用
心
し
な
く
て
は
い
け
な
い
な
と

思
う
（
笑
）。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
外
国
の
詩
人
の
声

を
聞
く
。テ
キ
ス
ト
の
外
皮
が
や
ぶ
れ
、相
手
と
の

距
離
が
狭
ま
る
。
こ
れ
は
、
声
の
も
つ
力
。

日
本
に
は
南
と
北
に
魅
力
的
な
詩
の
宝
庫
が
あ

る
。
沖
縄
の
琉
球
歌
謡
、
ア
イ
ヌ
の
「
神
謡
」
に
も

通
底
し
て
い
る
。和
歌
の
枕
こ
と
ば
、呼
び
出
す
も

の
（
人
間
の
意
識
の
な
か
に
形
を
の
こ
す
）
に
も
通
じ
る
。

柿
本
人
麻
呂
の
「
あ
し
び
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ

と
り
か
も
寝
む
」
の
歌
な
ど
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
の
に
演
技

的
。和
歌
に
は
作
者
が
消
え
て
歌
が
の
こ
っ
て
き
て
い
る
が
、現
代
詩
は
そ
ん

な
ふ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
現
代
詩
が
「
歌
」
を
拒
否
し
、
公
共

性
を
批
判
的
に
み
て
き
た
た
め
に
。演
技
、虚
構
性
を
失
い
、詩
が
や
せ
て
き

た
。「
公
」
か
ら
「
私
」
を
奪
回
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
結
果
と
し
て
卑
小

な
「
私
」
を
う
た
う
方
向
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
詩
を
共
有
す
る
た
め
に
は
、

凡
庸
を
お
そ
れ
な
い
で
自
我
を
出
し
た
り
ひ
っ
こ
め
た
り
す
る
鷹
揚
さ
も
必

要
。
月
並
み
を
お
そ
れ
ず
軽
い
こ
と
ば
を
出
し
て
い
く
と
、
波
動
が
う
ま
れ
、

波
が
う
ま
れ
る
。

「
シ
ロ
カ
ニ
ペ
　
ラ
ン
ラ
ン
　
ピ
シ
カ
ン
　
コ
ン
カ
ニ
ペ
　
ラ
ン
ラ
ン

ピ
シ
カ
ン
＝
（
銀
の
し
ず
く
ふ
る
ふ
る
ま
わ
り
　
金
の
し
ず
く
ふ
る
ふ
る
ま

わ
り
）」

お
話
の
中
で
歌
っ
て
く
れ
た
ア
イ
ヌ
の
神
謡〈
さ
け
へ
〉の
序
詞
。小
気
味

よ
い
リ
ズ
ム
と
さ
わ
や
か
な
お
声
が
耳
に
つ
い
て
は
な
れ
な
い
。
日
本
の
詩

歌
の
根
幹
へ
、水
平
に
垂
直
に
、そ
し
て
地
球
の
裏
側
へ
と
お
話
を
拡
散
さ
せ

な
が
ら
、
さ
り
げ
な
く
私
た
ち
を
詩
の
入
口
に
誘
っ
て
く
れ
た
小
池
昌
代
さ

ん
。
詩
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
私
た
ち
の
日
常
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
樫
の
葉
擦
れ
を
聴
い
て
」
鳥
巣
郁
美

⑥
〈
書
評
〉「
春
か
ら
秋
収
穫
の
会
員
の
詩
集
か
ら
」
た
か
と
う
匡
子
／
▽
高

橋
冨
美
子
『
子
盗
り
』
▽
季
村
敏
夫
『
豆
手
帖
か
ら
』
▽
佐
藤
勝
太
『
峠
の
晩
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⑨〈エッセイ〉「科学と詩と絵の境界で」
和比古

文学を含めた芸術は科学と別の領域に属すると人は言われるが、果たしてそ
うだろうか。物理学者であり随筆家である寺田寅彦の例もある。同じ次元とは言
わないまでも、よく似た面をもっているともいえる。科学の世界の化学者の私か
如何に詩と絵に魅せられてきたかについて、簡単に振り返って述べてみたい。

京都大学に入学したことが引き金になり、哲学入門書を読み始め、専門外のこ
とで創造的なことをしたくなった。特に美への挑戦がしてみたくなり、油絵やク
ロッキーに興味をもった。高校時代には、ほとんど関心を持たず、美術はどちら
かといえば苦手な科目であった。この変身は自分にとっても全く意外であった。
また、興味のなかった文学にも魅かれ、漱石などの小説を読み始めた。インスピ
レーションとして感じる美を表現したい衝動に駆られた。しかし、写真のような
手法には魅力がなかった。また、小説やエッセイのような散文的表現では長すぎ
る。かといって、短歌や俳句のような韻文は短すぎる。結果として、詩の世界に
入っていった。刹那的心象を書きとめることにより、自らの感性を高めた。美術
評論にも関心があったので、絵を見た印象を詩にすることもあった。研究室で研
究をするようになってからは、化学の研究に夢中になり、詩を書いたり、絵を描
くことが少なくなった。

30 代半ばよりパワハラにあったため、人間的にいろいろと考えさせられるこ
とが多くなり、結果として再び書いたり描くようになった。詩を書くことで自分
を見つめ直したり、さらに別世界を感じていたのかもしれない。

投稿詩誌に投稿し、活字として掲載されるのを楽しんでいた。また、評者によ
るコメントに一喜一憂した。狭い世界での個人的楽しみであった。活動の幅を広
げようと、詩誌の団体に入るため多くの詩誌を読み調べた。結局、「ＰＯ」の水
口洋治さんに直接電話をしたところ、悩むより自分の詩を詩誌や詩集で表現す
ることが重要であると言われ、「ＰＯ」の会員になった。会合に時々参加して、詩
人仲間と知り合いになった。活動の幅は広がり、アンソロジーで出版することも
多くなった。さらに、個人でも詩集『構図のあるバラード』を出版した。魂を謳
いあげるような詩を書いたため、難解な詩が多かったが、自分なりには納得した
詩集であったと思う。

関西詩人協会、兵庫県現代詩協会、西宮芸術文化協会のメンバーになるととも
に、「軸」に移った。全国的な詩人協会で活動しなさいと推薦してくれる詩人も
いたが、無理をしない程度の活動にしている。

絵を描くように詩を書いていたので、両者を一度に発表できる詩画展は楽し
みであった。絵と詩の融合である。年２～３回程度、自ら描いたパステル画と詩
を展示した。私のパステル画は自ら学んだものである。

絵を気に入ってくださる佐相憲一さんのような詩人がいて、関西詩人協会自
選詩集の第５集および第６週（別の絵）の表紙絵に使っていただいた。第二詩集

「風の構図」、第三詩集「道化の構図」も出版した。これらの詩集では、各詩に一
枚の絵を添付し、両者からなる世界を楽しめるようにしている。詩集に対し多く
の詩人から本気の評や心暖まる激励をいただき心より感謝している。自宅の本
棚には詩集や詩誌、壁にはパステル画が多くなり、創造的な空間を作っている。

本業の研究でも美を追求して、新たな研究を展開している。構造や機能が美し
い分子システムを化学の世界で創製しながら、研究生活を送っている。研究の一
端を紹介すると、平尾（本名）反応は美しい反応と評価を受けている。また、サ
ッカーボールを割ったボウル状化合物は美しい構造をしているので化学美術館
で紹介されている。短い段階でエレガントに合成している。また、誘導体化で得
られた化合物の機能も美しいと期待されている。

著明な化学者が化学とは芸術だと述べておられる。化学の世界でも美的セン
スが必須であると考えられる。脳をいろいろな分野で可能な限り機能させれば
よりよいアイデアが生まれてくると考えている。定年までに自分で納得できる
ような、もう一幅の化学の絵が描ければと思っている。

化学に関する詩は書いたことがないが、いい機会なのでトライしてみた。

シミュレーション  　　　  和比古
試験管をふれば
新しい物質ができる
どのようなものが現われるか
予想外のものが得られた場合は
単純に驚き喜ぶ
特に美しい構造や機能が期待できるときは
その楽しみが増幅する
人間関係も同じ
人との新しい出会いで
様々なコミュニケーションが可能になる
それぞれの条件により微妙に変化するので
面白いものだ
また、出来た化合物が美しく光ったりするように
楽しい語らいもあれば
腹の立つこともある
人間関係はフレキシブル
もっと予想外のことが起こるかもしれない
明日もいい出会いがあれば                                              〈第 32 号〉



霞
』
▽
江
口
節
『
オ
ル
ガ
ン
』

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「『
海
馬
』
の
こ
と
」
佐
伯
圭
子

⑧
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
島
の
猫
」
福
永
祥
子
　

⑨
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
科
学
と
詩
と
絵
の
境
界
で
」
和
比
古
（
別
枠
に
表
示
）

⑩
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体

発
行
本

★
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33
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（
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０
１
３
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉第
17
回
定
期
総
会
が
５
月
19
日
神
戸
市
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル「
ハ
イ
ビ

ス
カ
ス
の
間
」で
定
期
総
会
を
開
い
た
。会
員
数
１
６
９
名
の
う
ち
出
席
者
35

名
、委
任
状
84
名
、合
計
１
１
９
名
で
規
約
に
よ
り
総
会
が
成
立
し
た
。松
尾

茂
夫
会
長
が
体
調
不
良
の
た
め
、た
か
と
う
匡
子
副
会
長
が
あ
い
さ
つ
、会
場

か
ら
時
里
二
郎
が
議
長
に
選
出
さ
れ
て
、
事
業
報
告
・
活
動
方
針
案
・
会
計

報
告
・
会
計
案
が
承
認
さ
れ
た
。
規
約
に
新
し
く
事
務
局
次
長
一
名
を
加
え

る
こ
と
が
承
認
を
受
け
、
役
員
選
挙
の
結
果
に
よ
り
新
し
い
役
員
の
承
認
と

紹
介
を
し
た
。
役
員
は
次
の
と
お
り
。

▽
会
長
（
た
か
と
う
匡
子
）
▽
副
会
長
（
時
里
二
郎
、
玉
井
洋
子
）
▽
事
務
局

長
（
高
谷
和
幸
）
▽
事
務
局
次
長
（
神
田
さ
よ
）
▽
会
計
（
小
西
民
子
）
▽
常

任
理
事
／
大
橋
愛
由
等
=出
版
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
丸
田
礼
子
=事
業
・
書

記
、
三
宅
武
=出
版
）
▽
理
事
（
梅
村
光
明
、
大
西
隆
志
、
神
尾
和
寿
、
中
堂

け
い
こ
、
渡
辺
信
雄
）
▽
監
事
（
在
間
洋
子
、
谷
田
寿
郎
）

▽
２
０
Ⅰ
３
年
度
の
主
な
事
業
―
☆
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
―
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ

ょ
う
ご（
10
月
20
日
、神
戸
市
中
央
区
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
）☆
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展（
神
戸
文
学
館
で
２
０
Ⅰ
３
年
Ⅰ
月
14
日
か
ら
28
日
ま
で
）

☆
文
学
紀
行（
３
月
）☆
読
書
会（
新
企
画
・
七
月
か
ら
八
月
に
神
戸
市
内
の

会
場
で
第
一
回
目
を
）
☆
隔
年
発
行
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
編
集
・
発
行
☆
会

報
発
行
（
７
月
と
12
月
の
年
２
回
編
集
・
発
行
）

②
総
会
の
第
二
部
「
総
会
講
演
の
要
旨
―
「
セ
ン
ス
と
意
味
」
北
岡
武
司
」
報

告
者
・
時
里
二
郎
▽
朗
読
会
（
参
加
者
=内
田
正
美
、
野
口
幸
雄
、
水
こ
し
町

子
、
山
口
洋
子
、
山
崎
啓
治
）

③
〈
報
告
〉「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
０
１
３
」
報
告
者
・
玉
井

洋
子年

あ
け
早
々
の
１
月
11
日
〜
22
日
の

会
期
で
、
第
２
回
目
と
な
る
　
ポ
エ

ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
神
戸

文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
。
の
べ
３
０
０

人
の
来
場
者
を
得
て
、
盛
況
の
う
ち
に

終
え
た
。

出
品
者
／
井
之
上
幸
代
　
大
橋
愛
由
等

和
比
古
　
香
山
雅
代
　
佐
藤
勝
太
　
眞

田
千
穂
　
鈴
木
漠
　
玉
井
洋
子
　
谷
部

良
一
　
高
谷
和
幸
　
戸
部
多
実
　
中
島

友
子
　
中
堂
け
い
こ
　
永
井
ま
す
み

西
海
ゆ
う
子
　
福
永
祥
子
　
松
下
玲
子

丸
田
礼
子
　
三
浦
照
子
　
水
こ
し
町
子

三
宅
武
　
山
本
真
弓
　
由
良
佐
知
子

（
出
品
者
23
名
、
作
品
26
点
）
　

（
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
企
画
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
、
大
橋
愛
由
等
・
丸
田
礼

子
・
高
谷
和
幸
の
３
氏
に
ご
協
力
を
ね

が
っ
た
。
併
催
の
「
兵
庫
・
詩
の
現
在

展
」
に
は
事
務
局
に
よ
せ
ら
れ
て
い
る

県
下
の
詩
誌
が
展
示
さ
れ
た
。

会
期
中
２
回
の
土
曜
サ
ロ
ン
の
催
し

と
し
て
ひ
ら
か
れ
た
１
月
12
日
の
「
詩

を
音
楽
に
の
せ
て
コ
ン
サ
ー
ト
」
と
19

日
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム「
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
」に
は
、い
ず
れ
も
60

人
を
こ
す
来
場
者
が
あ
っ
た
。

ゲ
ス
ト
の
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
外
薗
美
穂
さ
ん
の
人
気
も
あ
っ
て
ギ
ャ
ラ

リ
ー
も
多
く
、バ
イ
オ
リ
ン
と
初
コ
ラ
ボ
の
詩
の
朗
読
に
も
熱
が
は
い
っ
た
。

朗
読
者
は
、
瑞
木
よ
う
、
た
か
と
う
匡
子
、
高
谷
和
幸
、
玉
井
洋
子
、
に
し
も

と
め
ぐ
み
の
５
人
。「
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
」
の
第
１
回
目
に
「
兵
庫

詩
人
」の
綾
見
謙
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、た
か
と
う
匡
子
、大
橋
愛
由
等
の
二
名

が
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
登
場
。会
場
か
ら
、「
兵
庫
詩
人
」の
元
同
人
福
永
祥
子
、

丸
田
礼
子
の
関
連
発
言
が
あ
り
、
豪
放
磊
落
、
繊
細
で
ふ
と
こ
ろ
の
深
い
詩

人
・
綾
見
謙
の
人
間
像
が
う
き
ぼ
り
に
な
っ
た
。

こ
と
し
の「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を
総
括
し
て
、可
能
性
が

次
に
つ
な
が
る
企
画
で
あ
っ
た
と
い
う
声
も
き
か
れ
た
が
、
作
品
展
を
続
行

す
る
に
は
、や
は
り
展
示
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
点
が
の
こ
っ
た
。前
回

か
ら
も
ち
こ
し
て
き
た
懸
案
事
項
な
の
で
、
パ
ネ
ル
を
リ
ー
ス
す
る
な
ど
し

て
改
善
を
は
か
り
た
い
。

④
〈
報
告
〉「
文
学
紀
行
」
報
告
者
・
高
谷
和
幸
（
別
枠
に
表
示
）

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
平
和
憲
法
は
時
代
錯
誤
か
」
直
原
弘
道

⑥
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
近
況
報
告
」
季
村
敏
夫

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
藤
忌
」
由
良
佐
知
子

⑧
〈
報
告
〉「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
2
0
1
3
に
参
加
し
て
」
眞

田
千
穂

⑨
〈
書
評
〉「
冬
か
ら
春
収
穫
の
会
員
の
詩
集
か
ら
」
た
か
と
う
匡
子
／
▽
和

比
古
『
道
化
の
構
図
』
▽
住
吉
千
代
美
『
分
水
嶺
を
越
え
』
▽
た
か
ぎ
た
か
よ

し
『
う
つ
し
世
を
縢
る
』
▽
山
口
洋
子
『
魔
法
の
液
体
』
▽
佐
伯
圭
子
『
繭
玉

の
中
で
息
を
つ
め
て
』
▽
福
田
知
子
『
ノ
ス
タ
ル
ギ
イ
』

⑩
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体

発
行
本

★
第
34
号
（
２
０
１
３
年
12
月
20
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
予
告
〉第
３
回
　
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
▽
第
２
回
　
文
学

紀
行
▽
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
―
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご

②
〈
報
告
〉
北
川
透
氏
の
講
演
会
「
い
ま
、
詩
は
何
処
で
生
き
て
い
る
か
」
報

告
者
・
梅
村
光
明
（
別
枠
に
表
示
）

③
〈
感
想
記
〉「
現
実
と
せ
め
ぎ
合
う
詩
―
「
北
川
透
」
読
書
会
に
参
加
し
て
」

報
告
者
・
渡
辺
信
雄
（
別
枠
に
表
示
）

④
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
お
話
し
ま
し
ょ
う
」
在
間
洋
子

⑤
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
水
上
勉
の
思
い
出
」
足
立
勝
歳

⑥
〈
作
品
〉「
誹
風
久
米
の
仙
人
」
渡
部
兼
直

棚
引
く
／
雲
の
絶
え
間
よ
り
／
久
米
ど
さ
り（
＊
１
）／
あ
れ
え
／
仙
人
さ
ま
あ
／

濡
れ
手
で
抱
き
起
し（
＊
２
）／
骨
つ
ぎ
／
温
泉
治
療
／
仙
人
考
へ
変
へ
／
白
ら
萩
の

女（
＊
３
）／
所
帯
持
つ
／
変
な
ひ
と
／
は
し
た
な
い
／
さ
さ
や
く
／
け
ど
ふ
た
り
／
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④〈報告〉「文学紀行」「広い心の繋がりを」高谷和幸

会員の親睦と他県の詩人団体との交流を目的に文学紀行を企画してきた。兵庫県現代詩協会が
発足した初期に一度だけそのようなバス旅行（徳島）があったと聞き及んでいるが、およそ 15 年
ぶりの試みである。

大型バスの空席が気になるところだが、18 人の参加をえて集合場所の三宮・加古川を経由し
て岡山県を目指した。車中では自己紹介をしながら、それぞれの活動の話をしながら楽しいひと
時を過ごした。

到着後、まずプラザホテルで昼食をとり、吉備路の食材を活かした料理に満腹。その後、後楽
園の梅林に向かった。曇り空で肌寒さを感じる天候だったが、野芝を大量に使った明るい庭園が
視界に広かった。沢の池から唯心山が見え、その借景に岡山城を望む地点は絶景で写真撮影をす
る人を多く見かけた。後楽園の入り口から一番奥にあるのが梅林で、折しも満開であった。鶯の
鳴声などを聞きながら一時間あまりの散策を楽しんだ。

吉備路文学館に予定より早く到着したが、文学館職員が迎えに来られるなど手厚い歓迎を受け
た。時間的に窮屈な環境だったが、開催中の夏目金之助（漱石）の書と画を説明を受けながら見
学した。

交流会の最初に館長の遠藤氏から挨拶があった。公益文化財団としての取り組みや、兵庫県在
住のよく知っている詩人の名前が出るなど兵庫県との結びつきの強さを語られたのが印象に残
った。次に岡山県詩人協会会長の高田千尋氏から永瀬清子の詩と詩論について講演を聞いた。会
員が朗読する５篇の詩を立体的に永瀬清子詩を解説された。存命中の詩人の側近におられた氏な
らではのエピソードを聞くことで、より身近に永瀬清子を感じられる講演だった。最初に永瀬清
子は想像力の詩人だと言われたことがいつまでも印象に残っている。

最後に兵庫県の会員と岡山県の会員の自己紹介の時間が持てたことは大きいと思う〈第 33 号〉



し
あ
は
せ
／
し
あ
は
せ
つ
づ
か
な
い
／
あ
れ
え
仙
人
サ
マ
／
霞
に
な
る
／
雨
に
な

る
／
霊
に
な
る
／
ほ
ん
と
に
／
仙
人
に
な
る

＊
１
=誹
風
柳
多
留
八
十
二
篇
　
＊
２
=誹
風
柳
多
留
十
九
篇
　
＊
３
=

白
ら
萩
　
白
ら
脛
　
掛
詞

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
微
笑
み
が
凍
り
つ
く
と
き
」
鈴
木
豊
子

し
ゃ
れ
や
面
白
い
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
作
品
の
中
に
多
く

の
道
化
を
用
い
た
。
中
で
も
傑
作
喜
劇
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
や
『
十
二
夜
』
に
登
場

す
る
タ
ッ
チ
ス
ト
ー
ン
や
フ
ェ
ス
テ
は「
愚
か
者
の
隠
れ
蓑
か
ら
機
知
の
矢
を
放
つ
」

賢
い
道
化
―
w
ise fool―
と
し
て
、
劇
の
中
心
で
活
躍
す
る
。

喜
劇
だ
け
で
は
な
く
、
悲
劇
の
中
に
も
彼
は
道
化
を
登
場
さ
せ
た
。『
リ
ア
王
』
の

フ
ー
ル
で
あ
る
。
宮
廷
道
化
の
流
れ
を
汲
む
フ
ー
ル
は
つ
ね
に
影
の
よ
う
に
リ
ア
に

従
い
、
鋭
い
風
刺
を
浴
び
せ
な
が
ら
も
落
魄
の
王
と
行
動
を
共
に
す
る
。
リ
ア
王
と
、

彼
が
愛
す
る
フ
ー
ル
、
コ
ー
デ
リ
ア
は
こ
の
劇
を
支
え
る
重
要
な
三
本
の
柱
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
ん
な
フ
ー
ル
を
、
劇
の
中
点
と
も
い
う
べ
き
三
幕
六
場
で
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
は
と
つ
ぜ
ん
舞
台
か
ら「
消
し
て
」し
ま
う
。何
の
伏
線
も
、何
の
言
及
も
な
く
、

そ
の
後
に
フ
ー
ル
の
消
息
も
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。
ど
う
し
て
彼
は
こ
ん
な
粗
い
や

り
方
で
フ
ー
ル
を
行
方
不
明
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

考
え
て
み
る
と
こ
の
劇
の
後
半
は
、眼
球
を
抉
り
と
ら
れ
た
グ
ロ
ス
タ
ー
、伴
狂
の

裸
の
ト
ム
、狂
え
る
リ
ア
な
ど
が
縺
れ
あ
っ
て
悲
劇
の
緊
迫
度
は
い
っ
そ
う
高
ま
り
、

さ
ら
に
コ
ー
デ
リ
ア
の
衝
撃
的
な
扼
殺
、
そ
の
遺
骸
を
抱
き
か
か
え
た
リ
ア
の
悲
嘆

死
と
い
う
終
幕
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
へ
向
か
っ
て
い
っ
き
に
突
き
進
ん
で
い
く
。
あ

ま
り
に
も
陰
惨
、苛
烈
、言
葉
を
失
う
そ
の
展
開
の
中
に
も
は
や
ユ
ー
モ
ア
の
介
在
す

る
余
地
は
な
い
。
道
化
は
文
字
通
り
「
出
る
幕
」
を
失
い
、
そ
ん
な
道
化
を
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
は
劇
の
要
請
に
従
い（
心
な
ら
ず
も
）追
放
し
て
し
ま
っ
た
―
―
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

炎
暑
が
身
を
焼
い
た
今
年
の
八
月
、
こ
の
国
の
副
首
相
な
る
人
は
憲
法
改
正
問
題

に
絡
み「
そ
れ
を
喧
噪
の
中
で
行
う
の
で
は
な
く
、ナ
チ
ス
の
手
口
を
真
似
て
、行
っ

て
は
ど
う
か
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
、
と
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
血
も
凍
る
よ
う
な
」
恐

ろ
し
い
発
言
を
し
た
。

内
外
の
批
判
が
集
中
す
る
中
、ひ
と
り
某
大
阪
市
長
の
み「
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
だ

っ
た
の
で
は
」と
援
護
射
撃
を
行
っ
た
が
、こ
の
発
言
に
対
し
、米
国
ユ
ダ
ヤ
系
人
権

団
体「
サ
イ
モ
ン
・
ウ
イ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
・
セ
ン
タ
ー
」の
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
ク
ー
パ

ー
副
代
表
は
「
広
島
、
長
崎
、
ナ
チ
ス
、
大
虐
殺
に
ジ
ョ
ー
ク
の
入
り
込
む
余
地
は
な

い
」
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。

非
常
に
残
念
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
世
に
は
微
笑
み
が
凍
り
つ
き
ユ
ー
モ
ア
が
扼
殺

さ
れ
る
よ
う
な
世
界
が
た
し
か
に
存
在
す
る
。そ
し
て
、か
つ
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が

愛
す
る
道
化
を
葬
っ
て
ま
で
描
き
ぬ
こ
う
と
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
で
は
な

か
っ
た
の
か
。『
リ
ア
王
』
が
現
代
の
悲
劇
で
あ
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
わ
れ
ら

の
同
時
代
人
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
も
又
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
ゃ
れ
や
面
白
い
こ
と
が
大
好
き
と
い
う
点
だ
け
は
人
後
に
落
ち
な
い
と
自
負
す

る
筆
者
と
し
て
は
、
道
化
が
最
後
ま
で
生
き
長
ら
え
る
よ
う
な
世
界
の
出
現
を
心
か

ら
願
っ
て
は
い
る
の
だ
が
。

⑧
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
い
や
あ
、
実
は
頭
が
悪
く
て
」
永
井
ま
す
み

⑨
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
安
水
稔
和
『
ぼ
く
の
詩
の

周
辺
　
初
期
文
集
Ⅰ
９
５
０
〜
６
０
年
』
▽
永
井
ま
す
み
『
永
井
ま
す
み
詩

集
』▽
彼
末
れ
い
子『
詩
集
・
こ
と
ば
に
よ
る
原
色
き
の
こ
図
鑑
』▽
井
口
幻

太
郎
『
奇
妙
な
商
売
』
▽
山
崎
啓
治
『
粋
な
べ
べ
』
▽
植
村
孝
『
未
達
の
夢
』

『
詩
人
の
事
件
簿
』

⑩
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体

発
行
本

⑪
〈
訃
報
〉
金
田
 弘
（
８
月
逝
去
）、
戸
部
多
実

―11―

Hyogo Poetry Association {Bulletin Special Issue}                                     2023/7/1

②
〈
報
告
〉「
北
川
透
氏
の
講
演
会
「
い
ま
、
詩

は
何
処
で
生
き
て
い
る
か
」
梅
村
光
明

詩
は
明
治
初
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
を
紹
介
し
た
『
新
体

詩
抄
』
か
ら
始
ま
っ
た
。
新
し
い
詩
と
し
て
の
新
体
詩
。
形

式
を
ど
う
す
る
か
を
考
え
、
漢
詩
の
形
を
取
り
入
れ
た
実
験

詩
を
書
い
た
。

そ
の
後
、
明
治
・
大
正
時
代
、
自
然
主
義
の
影
響
に
よ
り

詩
の
世
界
で
揺
ら
ぎ
が
生
ず
る
。
自
然
主
義
か
ら
す
る
と
、

新
体
詩
は
形
が
窮
屈
に
思
わ
れ
、
口
語
自
由
詩
が
出
て
く

る
。
そ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
し
た
の
が
北
原
白
秋
。
旧
世

界
を
受
け
継
ぎ
、
新
世
界
を
切
り
開
い
た
。
そ
こ
に
萩
原
朔

太
郎
が
登
場
す
る
。

口
語
自
由
詩
を
内
容
的
に
言
え
ば
近
代
詩
に
な
り
、
そ
れ

は
現
代
詩
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
今
、
私
た
ち
が
書
い
て
い

る
詩
は
、
口
語
自
由
詩
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
形
式
が
は

っ
き
り
し
な
い
。

平
田
俊
子
の
「
ネ
ン
ブ
ツ
さ
ん
大
忙
し
」
は
、
詩
な
の
か

ど
う
か
。
そ
の
答
え
は
作
者
が
こ
れ
を
詩
だ
と
し
て
発
表
し

て
い
る
か
ら
詩
。
で
も
明
治
・
大
正
で
は
詩
と
し
て
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
詩
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
か

ら
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
に
は
シ
ュ
ー
ル
な
感
覚
が
あ

る
の
で
、
私
は
詩
と
認
め
る
。

詩
に
は
フ
ォ
ル
ム
と
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
。
フ
ォ
ル
ム
は
個
人
の
考
え
や
、
感
覚
と
か
モ
チ
ー
フ

な
ど
に
影
響
さ
れ
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
影
響
さ
れ
る
の
は

ス
タ
イ
ル
だ
。

詩
を
考
え
る
時
、
分
か
り
易
く
言
え
ば
、
文
体
は
ス
タ
イ

ル
で
あ
り
、
個
性
は
ス
タ
イ
ル
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
反

対
に
、
影
響
さ
れ
ず
変
わ
ら
な
い
の
が
フ
ォ
ル
ム
で
あ
る
。

戦
後
、
鮮
や
か
な
ス
タ
イ
ル
の
詩
人
と
言
え
ば
吉
本
隆
明

で
あ
り
、
私
の
好
き
な
詩
は
「
少
年
期
」。
大
人
の
世
界
の
縮

図
。
見
え
な
い
関
係
を
予
測
さ
れ
る
詩
句
。
つ
ま
り
、
社
会

的
な
抑
圧
に
対
す
る
不
服
従
。
内
的
な
根
拠
、
モ
チ
ー
フ
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
詩
。
こ
れ
が
吉
本
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
で

あ
る
。
自
己
表
現
と
し
て
の
詩
と
も
言
え
る
。

入
沢
康
夫
の
、「
季
節
に
つ
い
て
の
試
論
」
は
、
何
か
書
い

て
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
一
字
空
き
で
別
の
こ
と
が
書
か

れ
て
い
く
、
物
語
を
作
ら
な
い
と
い
う
手
法
の
詩
。
フ
ォ
ル

ム
だ
け
が
あ
り
、
感
覚
の
表
層
を
滑
る
よ
う
な
詩
。
す
る
ど

い
破
片
が
埋
ま
っ
て
い
る
、
言
葉
が
言
葉
を
語
っ
て
い
る
世

界
が
入
沢
の
ス
タ
イ
ル
だ
。
内
的
根
拠
は
見
え
な
い
け
れ

ど
、
個
性
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
か
に
も
吉
本
の
世
界

と
は
正
反
対
な
の
だ
。

井
坂
洋
子
の
「
返
歌
　
永
訣
の
朝
」
は
、
宮
沢
賢
治
の
作

品
を
誰
に
も
分
か
る
よ
う
に
持
っ
て
き
て
い
る
。
け
ん
じ
ゃ

は
賢
者
と
賢
治
兄
が
響
き
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
色
々

な
も
の
を
想
像
さ
せ
る
効
果
を
狙
う
意
識
を
持
っ
て
、
平
田

は
ひ
ら
が
な
に
し
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
書
き
方
で
あ
り
、

過
去
に
書
か
れ
残
さ
れ
た
詩
が
な
け
れ
ば
誰
も
詩
を
書
け

な
い
。
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
別
の
作
品
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な

い
。
批
評
的
な
感
覚
は
風
刺
に
変
わ
る
。

全
て
の
詩
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
。

詩
と
詩
の
関
係
の
中
で
詩
は
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に

意
識
し
な
い
と
、
自
分
の
詩
は
書
け
な
い
。
多
く
の
詩
の
累

積
の
上
に
私
た
ち
の
詩
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と

過
去
の
詩
は
存
在
し
な
い
し
、
現
在
の
詩
も
存
在
し
な
い
。

〈
第
34
号
〉

③
〈
報
告
〉「
現
実
と
せ
め
ぎ
合
う
詩
―
北
川
透
」

読
書
会
に
参
加
し
て
―
チ
ュ
ー
タ
ー
た
か
と
う
匡
子
―
」

渡
辺
信
雄

兵
庫
県
現
代
詩
協
会
と
し
て
始
め
て
の
読
書
会
は
、
詩
人

北
川
透
さ
ん
を
取
り
上
げ
約
30
人
が
参
加
し
た
。

ま
ず
、
た
か
と
う
匡
子
さ
ん
が
、
北
川
さ
ん
は
60
〜
70
年

代
の
「
情
況
の
中
で
自
分
の
立
場
を
認
識
で
き
る
の
が
言

葉
。
表
現
し
た
も
の
は
闘
争
の
中
で
負
け
て
も
残
り
、
死
な

な
い
」
と
、
表
現
の
自
立
に
徹
し
た
詩
人
で
あ
り
、「
詩
と
反

詩
の
境
界
線
ぎ
り
ぎ
り
の
詩
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と

話
し
た
。

北
川
さ
ん
の
テ
キ
ス
ト
は
、初
期
詩
集
の『
眼
の
韻
律
』と

『
闇
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
』。
参
加
者
が
所
収
さ
れ
て
い
る
散
文
詩

を
朗
読
。
私
も
含
め
「
読
み
づ
ら
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
多

か
っ
た
。
当
時
の
政
治
運
動
の
生
な
言
葉
、
猥
雑
な
表
現
が

詩
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
作
者
の
方
法
論
の

一
つ
、
と
い
う
意
見
。
個
人
的
に
は
「
眼
の
韻
律
」
で
多
用

さ
れ
て
い
る
「
眼
」
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
眼
に
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
　
き
み
は
罪

を
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
　
き
み
が
告
発
し
て
い

る
と
き
き
み
は
告
発
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

（
略
）
ぼ
く
ら
の
眼
は
え
ぐ
り
と
ら
れ
て
事
物
の
側
か

ら
ぼ
く
ら
を
注
視
す
る
…
　
（「
無
題
」
か
ら
）

身
体
の
一
器
官
と
し
て
の
眼
で
は
な
く
、
詩
に
表
現
さ
れ

て
い
る
意
識
化
さ
れ
た
「
眼
」、
あ
る
い
は
「
義
眼
」
と
は
何

な
の
か
と
思
っ
た
。
時
里
二
郎
さ
ん
は
、「
眼
の
韻
律
」
に
つ

い
て
「
こ
の
韻
律
は
響
き
で
は
な
く
、
言
葉
の
音
楽
的
な
も

の
を
拒
否
し
て
い
る
。
詩
に
あ
り
が
ち
な
曖
昧
な
も
の
を
排

除
し
て
い
る
。
眼
は
内
面
的
な
も
の
で
、
見
な
く
て
も
い
い

ト
ロ
ト
ロ
と
し
た
も
の
ま
で
見
て
い
る
。
想
像
力
を
網
膜
に

写
し
現
実
と
せ
め
ぎ
あ
う
詩
」
と
語
っ
た
。

お
お
む
ね
、
私
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
つ
つ
、
実
際
に
片

眼
を
抉
ら
れ
て
、
義
眼
で
あ
る
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
が

思
想
的
言
語
だ
と
し
て
も
、
痛
い
。
北
川
さ
ん
に
そ
の
こ
と

を
確
か
め
た
い
と
思
っ
た
。
眼
は
現
実
と
せ
め
ぎ
あ
う
入
口

で
あ
り
、
出
口
で
あ
る
。
眼
差
し
は
、
精
神
の
指
し
示
す
方

向
で
あ
る
。
世
界
は
見
え
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。
限
ら
れ

た
視
野
か
ら
何
を
見
る
べ
き
な
の
か
。「
詩
人
」は
個
の
眼
力

を
鍛
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

石
山
淳
さ
ん
が
「
い
ま
、
地
方
で
現
代
詩
の
詩
集
を
手
に

入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」と
話
し
た
が
、同
感
で
あ
る
。詩

集
の
流
通
の
少
な
さ
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ニ
ア
ッ
ク

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
北
川
さ
ん
は
、
い

み
じ
く
も
「
詩
人
は
、
読
者
を
獲
得
で
き
る
か
」
と
語
っ
て

い
た
よ
う
に
、
他
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
と
比
べ
て
は
る
か
に
読

者
数
が
少
な
い
。
か
つ
て
北
川
さ
ん
は
、
俳
句
誌
「
日
曜
日
」

（
Ⅰ
９
９
０
年
）の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、「
現
代
詩
は
本
質
的
に

子
供
の
文
学
。
…
詩
は
い
ま
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
俳
句

の
よ
う
に
老
人
の
娯
楽
と
し
て
も
生
き
残
れ
な
い
。
若
い
人

た
ち
に
も
見
捨
て
ら
れ
そ
う
だ
。
そ
う
な
っ
た
ら
も
う
駄

目
。
非
常
に
限
ら
れ
た
人
た
ち
の
知
的
遊
戯
に
な
る
か
も
知

れ
な
い
」
と
、
語
っ
て
い
た
。

予
測
ど
お
り
、
そ
の
後
20
年
を
経
た
時
代
の
変
化
の
中

で
、
若
い
人
た
ち
に
見
捨
て
ら
れ
、
危
機
感
を
通
り
越
し
た

状
況
に
あ
る
。
詩
の
商
業
雑
誌
の
衰
退
や
、
同
人
誌
か
ら
個

人
誌
へ
の
変
化
は
、
詩
の
拡
散
化
、
多
様
化
を
も
た
ら
し
て

い
る
。

詩
を
書
く
こ
と
と
、
生
き
方
と
は
無
縁
で
は
あ
り
え
な

い
。
表
現
媒
体
や
方
法
が
多
様
に
あ
る
中
で
、
詩
を
書
く
意

味
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
詩
に
救
い
を
見
い
だ
し
て
、
書

い
て
い
る
者
は
、
独
自
な
書
き
方
で
現
実
と
格
闘
す
る
し
か

な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
第
34
号
〉



⑫
〈
報
告
〉「「
神
戸
空
襲
の
碑
」
が
建
ち
ま
し
た
」

玉
井
洋
子
（
神
戸
空
襲
を
記
録
す
る
会
）

今
年
は
と
り
わ
け
暑
い
暑
い
夏
で
し
た
。二
〇
一
三
年
八
月
、戦
後
六
十
八
年
目
に

し
て
よ
う
や
く
神
戸
市
の
大
倉
山
公
園
に
　「
神
戸
空
襲
の
碑
」が
建
ち
ま
し
た
。八

月
十
五
日
の
除
幕
式
に
は
神
戸
市
長
を
は
じ
め
八
百
人
を
越
す
参
列
者
が
あ
り
ま
し

た
。
炎
天
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
ひ
と
り
の
救
護
者
も
出
す
こ
と
な
く
無
事
除
幕
式
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

総
重
量
七
ト
ン
、
白
御
影
石
（
２
０
０
０
×６
０
０
×２
４
０
０
m
m
）
の
前
面
に

は「
神
戸
空
襲
を
忘
れ
な
い
　
い
の
ち
と
平
和
の
碑
」と
明
記
さ
れ
、そ
の
下
に
碑
文

が
か
か
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
裏
面
に
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
判
明
し
た
Ⅰ
７
５
２
名

の
お
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
横
に
は
、
そ
の
何
倍
も
の
空
白
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
こ
そ
八
千
人
を
こ
す
と
い
わ
れ
る
神
戸
空
襲
犠
牲
者
の
い
ま
だ
判
明
し
な

い
方
々
の
存
在
を
証
し
す
る
も
の
な
の
で
す
。

六
月
、業
者
に
わ
た
す
名
簿
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
を
手
伝
い
な
が
ら
、私
は
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
読
み
上
げ
ら
れ
る
お
名
前
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
か
つ
て
は
誰

か
の
お
父
さ
ん
で
あ
り
、お
母
さ
ん
で
あ
り
、町
内
会
長
さ
ん
で
あ
っ
た
り
し
た
。暮

ら
し
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
す
。

皆
様
か
ら
お
寄
せ
頂
い
た
浄
財
で
こ
の
碑
は
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

未
来
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち
に
、郷
土
の
歴
史
と
し
て
空
襲
の
事
実
を
伝
え
、そ
し

て
、こ
こ
か
ら
世
界
に
む
け
て
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
け
る
、そ
ん
な
場

と
し
て
み
な
さ
ん
で
見
守
り
、
育
ん
で
い
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

あ
た
た
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ

ま
す
。
今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
た
し
ま
す
。

★
第
35
号
（
２
０
１
４
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉第
18
回
定
期
総
会
は
、五
月
晴
れ
の
快
晴
に
め
ぐ
ま
れ
て
定
期
総

会
を
５
月
18
日
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル（
神
戸
市
中
央
区
）の
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
の
間
で

開
催
さ
れ
た
。会
員
数
Ⅰ
７
４
名
の
う
ち
48
名
の
出
席
、委
任
状
85
名
と
当
日

の
欠
席
者
が
５
名
あ
っ
た
。今
年
度
活
動
報
告
、来
年
度
活
動
方
針
案
、今
年

度
決
算
、
来
年
度
予
算
案
全
て
、
議
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

▽
２
０
Ⅰ
４
年
度
の
主
な
事
業
内
容
=☆
「
読
書
会
」
２
回
開
催
。
５
月
31
日

に
「
萩
原
朔
太
郎
を
読
む
」
☆
第
26
回
「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
 詩
の
フ
ェ
ス
タ

ひ
ょ
う
ご
」10
月
５
日
に
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
で
午
後
１
時
か
ら
５
時
ま
で
開
催
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
目
を
迎
え
、共
有
す
る「
場
」を
テ
ー
マ
に
藤

井
貞
和
氏
の
講
演
会
と
朗
読
会
を
予
定
。
☆
「
会
報
特
別
号
の
発
行
」〈
震
災

詩
集「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
を
想
う
」と
題
し
て
会
員
か
ら
作
品
を

募
集
し
て
発
行
す
る
〉☆「
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」神
戸
文
学

館
で
２
０
Ⅰ
５
年
Ⅰ
月
11
日
か
ら
24
日
ま
で
開
催
。併
設
展
示「
兵
庫
の
現
在

展
」、阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
目
に
あ
た
る
17
日
に
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

「
兵
庫
を
生
き
た
詩
人
」。
24
日
に
朗
読
会
。
☆
「
文
学
紀
行
」
２
０
Ⅰ
５
年
３

月
に
予
定
。
☆
「
会
報
」
７
月
と
12
月
の
二
回
発
行
。
☆
兵
庫
県
現
代
詩
協
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
。（
報
告
者
・
高
谷
和
幸
）

②
〈
報
告
〉
総
会
で
の
講
演
会
「
神
尾
和
寿
「
沈
黙
」
か
ら
「
沈
黙
」
へ
」

報
告
者
・
大
橋
愛
由
等

そ
の
名
前
を
聴
い
た
だ
け
で
、「
難
解
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
満
足

し
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
上
に
理
解
の
翼
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
し
ま

う
哲
学
者
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
1889‐1951）。
兵
庫
県
現
代

詩
協
会
の
年
次
総
会
に
続
く
講
演
会
で
、神
尾
和
寿
氏
は
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
生

ま
れ
の
こ
の
哲
学
者
を
取
り
あ
げ
て
語
り
、
さ
ら
に
は
詩
の
言
語
に
ひ
き
よ

せ
て
、
こ
の
哲
学
者
が
提
示
し
た
命
題
を
解
題
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

提
示
の
テ
ー
マ
は
、〈「
沈
黙
」
か
ら
「
沈
黙
」
へ
〉。
神
尾
氏
の
語
り
は
ま

ず
前
期
の
主
著
で
あ
る
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
つ
い
て
言
及
す
る
。「
語
り
え

ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、沈
黙
し
な
げ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
を

紹
介
。
こ
れ
は
、「
考
え
ら
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
と
い

っ
た
こ
と
に
、
無
自
覚
な
ま
ま
無
謀
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
こ

れ
ま
で
の
哲
学
だ
っ
た
」
と
の
分
析
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、同
著
に
書
か
れ
た
言
語
観
を
も
と
に「
語
り
う
る
も
の
」と

「
語
り
え
な
い
も
の
」
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
か
を
示
し
た
。
論
理
性
に

貫
か
れ
て
い
る
言
葉
・
世
界
・
事
物
と
結
び
つ
い
て
る
も
の
に
つ
い
て
は

「
語
り
う
る
」
が
、
事
物
の
結
び
つ
き
等
の
論
理
性
自
体
は
「
語
り
え
な
い
」。

ま
た
、「
神
秘
的
な
も
の
」
も
語
り
得
な
い
、
と
す
る
。

講
演
は
つ
づ
い
て「
沈
黙
」に
つ
い
て
の
考
察
に
な
っ
た
。ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、語
れ
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、無
意
味
で
あ
る
こ
と

を
は
っ
き
り
さ
せ
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

こ
う
し
た
前
提
を
受
け
て
神
尾
氏
は
、「
語
り
え
な
い
」
こ
と
を
「
語
り
う

る
」も
の
の
次
元
に
ひ
き
お
ろ
し
扱
わ
な
い
よ
う
に
し
た
り
、永
遠
だ
の
愛
だ

の
い
え
ば
詩
が
成
立
す
る
か
の
錯
覚
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
と
の
思

考
に
同
意
し
つ
つ
、
例
え
ば
「
語
り
え
な
い
」
も
の
の
一
つ
で
あ
る
「
神
秘
的

な
も
の
」か
ら
の
呼
び
か
け
は
あ
り
、そ
う
し
た
呼
び
か
け
の
瞬
間
に
詩
は
発

生
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

③
〈
報
告
〉「
第
３
回
ポ
エ
ム
&
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
報
告
者
・
玉
井

洋
子
／
１
月
14
日
〜
28
日
実
施
。

▽
１
月
14
日
〜
28
日
ま
で
、
14
日
間
の
日
程
で
第
三
回
ポ
エ
ム
&
ア
ー
ト
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
神
戸
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
。

出
品
者
　
24
名
、
作
品
数
28
点
。

出
品
者
 井
之
上
幸
代
　
梅
村
光
明
　
大
西
隆
志
　
大
橋
愛
由
等
　
　
　
　
　
  

和
比
古
　
香
山
雅
代
　
佐
藤
勝
太
　
鈴
木
　
漠

谷
田
寿
朗
　
高
谷
和
幸
　
玉
井
洋
子
　
谷
部
良
一

中
島
友
子
　
中
堂
け
い
こ
　
西
海
ゆ
う
子
　
坂
東
里
美

福
永
祥
子
　
丸
田
礼
子
　
牧
田
榮
子
　
三
宅
　
武

水
こ
し
町
子
　
山
本
真
弓
　
山
本
美
代
子
　
由
良
佐
知
子

▽
詩
の
朗
読
会
１
月
18
日
。
来
場
者
20
人

出
演
者
　
高
谷
和
幸
・
玉
川
侑
香
。
永
井
ま
す
み
・
に
し
も
と
め
ぐ
み
。

福
永
祥
子
・
丸
田
礼
子
・
望
月
逸
子
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⑨
〈
詩
論
〉「
詩
と
抒
情
性
」柴

田
 実

中
野
重
治
が
「
お
前
は
歌
ふ
な
／
お
前
は
赤
ま
ゝ
の
花
や
と
ん
ぼ
の
羽
根
を
歌

ふ
な
」
と
書
い
た
の
は
大
正
十
五
年
で
あ
る
。
抒
情
詩
否
定
の
嚆
矢
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、中
野
の
詩
は
、そ
の
卓
越
し
た
韻
律
と
抒
情
性
故
に
今
も
読
ま
れ
て
い
る

の
だ
と
私
は
思
う
。

小
野
十
三
郎
が
『
詩
論
』
で
「
短
歌
的
抒
情
」
を
否
定
し
た
の
は
昭
和
二
十
三
年

で
あ
る
。
短
歌
や
俳
句
が
持
つ
感
傷
性
を
否
定
し
、
批
評
精
神
を
現
代
詩
に
求
め

た
。
だ
が
小
野
の
詩
集
『
大
阪
』
の
巻
頭
詩
は
「
早
春
」。「
ひ
ど
い
風
だ
な
。
呼
吸

�

�

が
つ
ま
り
さ
う
だ
。／
あ
ん
な
に
凍
っ
て
る
よ
。」と
書
く
。こ
の
詩
の
魅
力
は
、殺

伐
と
し
た
河
口
の
工
場
の
風
景
と
そ
こ
に
吹
く
風
の
冷
た
さ
で
あ
る
。
今
読
ん
で

も
寒
風
が
吹
い
て
く
る
。
小
野
の
詩
に
も
抒
情
性
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。

現
在
、
俳
句
人
口
は
一
千
万
人
、
短
歌
人
口
は
数
百
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
正
確
な
数
字
で
は
な
い
。し
か
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｅ
テ
レ
は
、毎
週「
俳
句
」と「
短

歌
」
の
放
送
を
行
っ
て
い
る
。
著
名
講
師
が
投
稿
作
品
の
添
削
を
行
う
。
そ
れ
を
見

て
い
る
と
こ
の
数
字
は
満
更
で
も
な
い
と
思
う
。

俳
句
に
季
語
が
あ
り
、
短
歌
も
季
語
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
季
節
感
、
言
い
換

え
れ
ば
抒
情
性
を
必
要
と
す
る
の
が
俳
句
や
短
歌
。
多
く
の
人
々
が
抒
情
性
を
柱

に
し
て
創
作
に
励
ん
で
い
る
。
短
歌
、
俳
句
、
現
代
詩
を
含
め
て
私
は
広
く
詩
と
考

え
る
が
、詩
に
抒
情
性
が
必
要
で
な
い
と
の
考
え
を
私
は
理
解
で
き
な
い
。抒
情
詩

を
書
く
大
は
批
評
精
神
が
欠
け
て
い
る
と
も
思
わ
な
い
。

紀
貫
之
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
で
歌
論
を
展
開
し
て
い
る
。
千
百
年

前
の
こ
と
で
あ
る
。
詩
歌
を
大
局
的
に
捉
え
て
お
り
、
今
読
ん
で
も
納
得
が
い
く
。

「
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け

る
」。
貫
之
は
こ
こ
で
歌
の
技
法
を
六
つ
上
げ
る
。「
そ
へ
歌
」「
か
ぞ
へ
歌
」「
な
ず

ら
へ
歌
」「
た
と
へ
歌
」「
た
だ
ご
と
歌
」「
い
は
ひ
歌
」。
今
考
え
て
も
優
れ
た
分
析
だ
。

そ
し
て
都
合
二
十
巻
に
及
ぶ
『
古
今
和
歌
集
』
を
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
賀
、
離

別
、
羇
旅
、
物
名
、
恋
、
哀
傷
、
雑
と
部
立
て
す
る
。
な
か
で
も
四
季
の
歌
と
恋
歌

が
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。
四
季
が
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の

は
万
葉
集
も
そ
う
で
あ
る
。
貫
之
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
花
を
め
で
、
鳥
を
う
ら

や
み
、
霞
を
あ
は
れ
び
、
露
を
か
な
し
ぶ
心
、
言
葉
多
く
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
に
け

る
」。
全
く
同
感
で
あ
る
。

貫
之
は
さ
ら
に
書
く
。「
春
の
朝
に
花
の
散
る
を
見
、
秋
の
夕
暮
に
木
の
葉
の
落

つ
る
を
聞
き
、あ
る
は
、年
ご
と
に
鏡
の
影
に
見
ゆ
る
雪
と
波
と
を
嘆
き
、草
の
露
、

水
の
泡
を
見
て
わ
が
身
を
お
ど
ろ
き
」
と
。
そ
し
て
「
歌
に
の
み
ぞ
心
を
な
ぐ
さ
め

け
る
」
と
。

日
本
人
は
四
季
の
移
ろ
い
の
中
で
、
人
生
を
思
い
、
心
を
慰
め
て
き
た
の
で
あ

る
。
貴
族
趣
味
が
多
少
は
あ
る
が
、
自
然
な
心
の
あ
り
よ
う
に
基
づ
く
歌
論
で
あ

る
。
現
在
ま
で
続
く
日
本
の
詩
歌
創
作
の
基
本
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
形
作

ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
が
連
歌
、
俳
句
へ
と
受
け
継
が
れ
、
近

代
に
「
季
語
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
い
る
。

日
本
に
は
二
十
四
節
気
と
五
節
句
が
あ
る
。
立
春
に
始
ま
り
大
寒
で
終
わ
る
二

十
四
節
気
。
季
節
の
兆
し
を
捉
え
、
緇
や
か
に
季
節
の
変
化
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ

の
暦
は
農
作
業
の
時
期
を
教
え
る
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
も
あ
る
。
刻
々
と
移

り
ゆ
く
季
節
を
持
つ
日
本
の
風
土
が
、
繊
細
な
感
情
を
育
ん
で
き
た
。
そ
れ
が
「
湿

潤
」
だ
と
言
わ
れ
よ
う
が
「
感
傷
的
」
だ
と
言
わ
れ
よ
う
が
か
ま
わ
な
い
で
は
な
い

か
。な
に
せ
こ
れ
は
巧
ま
ず
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。む
し
ろ

日
本
人
の
美
質
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
近
代
的
精
神
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
よ
う
が
消
え
る
も
の
で
は
な
い
。

「
春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月
冬
雪
さ
え
て
冷
し
か
り
け
り
」

私
は
道
元
の
こ
の
歌
を
今
読
ん
で
感
動
す
る
。

た
し
か
に
日
本
の
伝
統
詩
歌
が
表
現
し
な
か
っ
た
分
野
は
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
現
代
詩
は
、自
由
な
方
法
で
幅
広
く
表
現
し
て
よ
い
。だ
か
ら
と
言
っ
て
抒

情
性
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
      　
　
　
  〈
第
35
号
〉



▽
兵
庫
・
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
―
Ｖ
Ｏ
Ｌ
・
２

足
立
巻
一
、そ
の
詩
と
散
文
の
仕
事
。講
師
は
昨
年
に
続
い
て
会
長
の
た
か

と
う
匡
子
。「
足
立
っ
あ
ん
、
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
た
詩
人
の
そ

の
ひ
と
と
な
り
と
、彼
が
の
こ
し
た
文
学
の
功
績
を
熱
く
語
ら
れ
た
。来
場
者

30
人
。

▽
兵
庫
・
詩
の
現
在
展
　
事
務
局
に
届
い
た
会
員
の
詩
集
・
詩
誌
が
展
示
さ

れ
た
。新
春
早
々
の
催
し
と
あ
っ
て
、会
場
に
は
手
作
り
の
獅
子
頭
も
展
示
さ

れ
て
お
正
月
ム
ー
ド
。熟
達
の
作
品
が
な
ら
ぶ
中
、今
年
初
出
品
の
坂
東
さ
ん

の
オ
ブ
ジ
ェ
が
ひ
と
き
わ
目
を
引
い
た
。
パ
ソ
コ
ン
で
多
様
に
な
ら
べ
ら
れ

た
活
字
が
あ
ざ
や
か
な
文
様
と
な
り
、
白
と
黒
の
ホ
ッ
プ
な
ア
ー
ト
空
間
が

展
開
さ
れ
て
い
た
。館
内
に
目
を
転
じ
る
と
、兵
庫
県
下
の
出
版
物
コ
ー
ナ
ー

に
見
覚
え
の
あ
る
詩
誌
を
発
見
。
前
出
の
作
家
は
個
人
誌
の
表
紙
を
毎
号
こ

の
意
匠
で
飾
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。出
品
作
品
と
、会
員
さ
ん
と
、詩
誌
と
が

一
つ
に
つ
な
が
っ
た
。
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
奥
行
が
感
じ
ら

れ
た
一
瞬
だ
っ
た
。来
年
は
、阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
と
い
う
節
目
の

年
。

④
〈
報
告
〉「
第
２
回
読
書
会
―
中
原
中
也
―
」
報
告
者
・
三
宅
 武
　

２
０
１
３
年
１
月
30
日
、
私
学
会
館
で
開
催
（
別
枠
で
表
示
）。

⑤〈
報
告
〉「
第
２
回
文
学
紀
行
」報
告
者
・
神
田
さ
よ
／
３
月
２
日
実
施
。参

加
者
は
17
名
。

天
候
の
心
配
を
よ
そ
に
快
晴
の
一
日
で
あ
っ
た
。
三
宮
区
役
所
前
を
定
刻

８
時
30
分
に
出
発
。Ｊ
Ｒ
木
之
本
駅
に
11
時
頃
到
着
。木
之
本
は
古
く
は
、宿

場
町
で
あ
り
、
そ
の
名
残
の
街
道
並
木
に
は
馬
や
牛
を
繋
ぐ
金
具
が
残
っ
て

い
る
。古
い
醤
油
店
、酒
造
屋
、本
陣
薬
局
な
ど
が
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
る
。木
之
本
地
蔵
院
は
眼
の
仏
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
。地
蔵

下
の
暗
闇
の
戒
壇
巡
り
を
体
験
し
た
。
12
時
に
「
す
し
慶
」
に
集
合
。
二
段
弁

当
で
昼
食
。そ
の
後
、バ
ス
に
て
渡
岸
寺
へ
向
か
う
。十
一
面
観
音
と
対
峙
す

る
。寺
の
敷
地
に
は
戦
国
の
時
代
、戦
火
か
ら
村
人
た
ち
が
、地
中
に
埋
め
て

観
音
を
守
っ
た
跡
が
残
り
、井
上
靖
の
文
学
碑
も
見
学
。14
時
40
分
、長
浜
到

着
。
各
自
散
策
。
慶
雲
館
で
開
催
中
の
盆
梅
展
へ
足
を
運
ん
だ
方
々
も
あ
っ

た
。18
時
30
分
三
宮
到
着
。一
日
共
に
過
ご
し
、会
員
の
交
流
が
深
ま
っ
た
企

画
で
あ
っ
た
。

⑥
〈
予
告
〉
会
報
特
別
号
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
を
想
う
」（
本
誌

14
頁
に
紹
介
）

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
壺
と
甕
の
話
」
江
口
 節
　

⑧
〈
作
品
〉「
槇
道
」
山
名
 才

⑨
〈
詩
論
〉「
詩
と
抒
情
性
」
柴
田
 実
（
別
枠
に
表
示
）

⑩
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
寺
岡
良
信
『
亀
裂
』
▽
在

間
洋
子
『
生
樹
の
門
』
 ▽
伊
丹
公
子
『
伊
丹
公
子
全
詩
集
』
 ▽
い
り
え
だ
よ

し
ひ
と
『
宙
の
墓
』
▽
宮
川
守
『
あ
と
半
分
　
も
う
半
分
』
 ▽
大
塚
子
悠
『
麦

藁
帽
子
』
 ▽
黒
田
ナ
オ
『
夜
鯨
を
待
っ
て
』

⑪
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体

発
行
本

★
第
36
号
（
２
０
１
４
年
12
月
20
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
予
告
〉
▽
「
第
4
回
　
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
=神
戸
文

学
館（
神
戸
市
灘
区
）に
て
2
0
Ⅰ
５
年
１
月
11
日
〜
24
日
に
開
催
。☆
講
演

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
に
む
き
あ
う
」
た
か
と
う
匡
子
（
司
会
・
大

橋
愛
由
等
）

▽
「
第
3
回
文
学
紀
行
」
=丹
波
篠
山
と
生
野
銀
山
へ
。
2
0
Ⅰ
５
年
3
月
15

日②
〈
報
告
〉「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
―
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
10
月
５
日
ラ

ッ
セ
ホ
ー
ル
（
神
戸
市
中
央
区
）
に
て
開
催
=報
告
者
・
高
谷
和
幸

台
風
18
号
が
日
本
列
島
に
接
近
し
て
い
た
。
数
日
前
か
ら
気
象
衛
星
か
ら

の
雲
の
動
き
が
撮
影
さ
れ
て
い
て
、
誰
の
目
に
も
台
風
の
目
が
く
っ
き
り
と

分
か
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
急
速
成
長
し
た
台
風
は
最
大
瞬
間
風
速
45
メ

ー
ト
ル
、中
心
気
圧
９
６
５
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
で
近
畿
に
接
近
し
て
い
た
。常

任
理
事
の
中
か
ら
も
10
月
５
日
の
開
催
を
危
ぶ
む
意
見
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に

は
兵
庫
県
芸
術
文
化
協
会
か
ら
当
日
は
本
当
に
開
催
さ
れ
る
の
で
す
か
と
確

認
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
も
し
た
。
こ
れ
ば
か
り
は
予
測
の
で
き
な
い

自
然
相
手
の
こ
と
だ
と
あ
き
ら
め
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
し
か
も
講
演
の
テ

ー
マ
が「
詩
は
抗
う
地
球
の
ノ
ー
ト
」で
あ
る
。詩
に
自
然
の
猛
威
に
抗
う
ほ

ど
の
力
が
あ
る
の
か
不
明
だ
が
、信
じ
て「
あ
る
」に
か
け
て
み
る
つ
も
り
だ

っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
講
師
の
藤
井
貞
和
氏
の
当
日
の
動
き
は
東
京

を
朝
に
出
発
し
、神
戸
に
昼
過
ぎ
に
到
着
。そ
の
日
は
神
戸
に
一
泊
し
翌
朝
早

く
神
戸
を
発
っ
て
昼
過
ぎ
に
は
東
京
に
帰
ら
れ
る
日
程
だ
っ
た
。
こ
れ
で
お

分
か
り
の
よ
う
に
台
風
18
号
の
動
き
と
不
気
味
な
ぐ
ら
い
時
間
が
符
合
す
る

の
で
あ
る
。
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④〈
報
告
〉「「
第
２
回
読
書
会
―
中
原
中
也
―
チ
ュ
ー
タ
ー
た
か
と
う
匡
子
」

報
告
者
・
三
宅
武

第
一
回
の
北
川
透
に
つ
づ
き
、
第
二
回
読
書
会
は
、
中
原
中
也
を
取
り
上
げ

た
。た
か
と
う
匡
子
会
長
が
資
料
を
も
と
に
、以
下
の
基
調
報
告
を
行
っ
た
。資

料
に
は
、
中
也
の
年
譜
と
、『
山
羊
の
歌
』
よ
り
七
篇
、『
在
り
し
日
の
歌
』
よ
り

八
篇
の
詩
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

大
岡
昇
平
が
、
そ
の
著
『
中
原
中
也
』
の
中
で
、
徴
兵
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

送
ら
れ
、軍
務
で
立
哨
中
、つ
い
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
の
が
中
也
の
詩「
夕
照
」

で
あ
っ
た
、と
い
う
部
分
が
紹
介
さ
れ
た
。大
岡
は
、東
京
で
中
也
と
知
り
合
っ

た
が
、当
時
の
中
也
の
激
し
い
個
性
か
ら
逃
れ
る
意
味
も
あ
っ
て
、京
都
大
学
に

入
っ
た
。（
こ
こ
で
大
岡
昇
平
の
同
書
が
回
覧
さ
れ
た
）

中
也
の
詩
は
、時
代
に
即
し
て
多
様
な
読
ま
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。し
か
も

読
み
手
が
、
自
分
流
に
読
ん
で
な
お
、
訴
え
る
も
の
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
、

今
日
も
読
み
次
が
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
資
料
の
詩
「
冬
の
長
門
峡
」
は
、
一
人
の
若
者
が
治
安
維
持
法
で

逮
捕
、拷
問
に
よ
り
殺
さ
れ
た
事
件
が
背
景
に
あ
る
、堀
田
善
衛
の「
中
也
体
験
」

の
話
。

詩「
月
夜
の
浜
辺
」の
背
景
に
あ
る
満
州
事
変
と
生
活
物
資
の
不
足
等
々
、出

来
上
が
っ
た
詩
に
は
、ひ
と
つ
の
こ
と
を
テ
ー
マ
に
据
え
て
、書
か
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、時
間
も
空
間
も
異
な
る
複
数
の
事
柄
を
重
ね
て
、中
也
詩
が
書

か
れ
て
い
る
こ
と
が
効
果
的
で
、
読
み
つ
が
れ
て
き
た
幸
運
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
評
者
は
中
也
の
詩
を
通
過
点
と
し
て
自
分
流
の
作
品
論
、
中
也

論
を
書
い
た
こ
と
を
見
る
と
、
中
也
の
詩
が
評
者
の
心
の
中
に
響
き
渡
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
評
価
し
た
い
。

た
か
と
う
氏
は
金
沢
を
尋
ね
、
中
也
が
通
っ
た
と
い
う
幼
稚
園
が
キ
リ
ス
ト

教
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
幼
稚
園
の
近
く
に
定
期
的
に
サ
ー
カ
ス
が
か
か

っ
て
い
た
と
い
う
話
も
聞
い
て
、「
ゆ
あ
ー
ん
　
ゆ
よ
ー
ん
　
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
を

思
っ
た
そ
う
だ
。

ほ
ぼ
以
上
の
話
の
あ
と
、
参
加
者
か
ら
の
発
言
が
あ
っ
た
。

○
あ
え
て
中
也
の
フ
ァ
ン
で
は
な
い
が
、判
り
易
い
詩
と
。難
解
な
詩
に
分
か
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

○
回
覧
中
の
大
岡
著『
中
原
中
也
』の
一
文
を
読
み
、中
也
と
同
棲
中
の
長
谷
川

泰
子
が
、
小
林
秀
雄
の
も
と
に
去
る
と
き
、
中
也
は
、
泰
子
の
荷
物
を
小
林

の
も
と
ま
で
運
ん
で
や
っ
た
こ
と
。
ま
た
当
日
の
小
林
秀
雄
、
泰
子
の
様
子

を
、
リ
ア
ル
に
描
写
し
た
ペ
ー
ジ
が
読
ま
れ
た
。
詩
「
朝
の
歌
」
は
、
こ
の

事
件
の
半
年
後
で
あ
っ
た
。

○
中
也
は
好
き
で
は
な
い
の
で
、
あ
ま
り
読
ん
で
い
な
い
。「
汚
れ
っ
ち
ま
っ
た

悲
し
み
に
…
…
」
に
、
通
俗
性
を
感
じ
て
き
た
が
、
今
日
、
考
え
方
が
か
わ

っ
て
き
た
。
一
九
三
四
年
と
い
う
時
代
を
考
え
る
と
、
当
時
は
映
画
も
そ
れ

ほ
ど
発
達
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
詩
「
春
と
赤
ん
坊
」
の
描
く

動
き
に
は
、
映
画
に
似
た
新
し
さ
が
あ
る
よ
う
だ
。

○
資
料
の
年
譜
に
は
、
県
立
山
口
中
学
校
に
十
二
番
の
成
績
で
入
学
し
た
と
あ

る
が
、
八
番
で
入
学
と
い
う
資
料
も
あ
る
。
以
後
成
績
が
下
が
り
続
け
て
い

く
が
、
原
因
は
、
生
田
春
月
に
傾
倒
し
、
読
み
ふ
け
っ
て
学
業
成
績
が
ふ
る

わ
ず
、
や
が
て
五
十
番
に
な
り
、
百
番
に
な
っ
た
ら
し
い
。

○
あ
ま
り
深
入
り
し
た
読
み
方
は
し
な
か
っ
た
。今
日
、前
向
き
で
、攻
撃
的
な

詩
人
な
の
だ
と
思
っ
た
。

○
サ
ー
カ
ス
だ
っ
た
の
か
、高
校
生
の
と
き
読
ん
で
、ブ
ラ
シ
コ
の
揺
れ
る
印
象

と
し
て
残
っ
て
い
る
。

○
叙
情
と
リ
ズ
ム
は
詩
に
必
要
だ
。

○
大
岡
昇
平
、
富
永
太
郎
と
の
出
会
い
が
中
也
を
育
て
た
の
だ
と
思
う
。

○
中
也
の
お
母
さ
ん
が
物
心
両
面
の
援
助
を
し
て
い
る
。
中
也
は
一
生
働
い
た

こ
と
が
な
い
。ま
た
長
谷
川
泰
子
が
後
年
、中
也
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。ま

た
中
也
は
、泰
子
の
子
ど
も
の
名
付
け
親
に
な
っ
た
り
し
て
、不
思
議
さ
が
あ

る
。

○「
汚
れ
っ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
…
…
」の
フ
レ
ー
ズ
は
あ
ち
こ
ち
に
引
用
さ
れ

て
知
っ
て
い
た
が
、時
間
的
な
ズ
レ
が
面
白
い
と
思
う
。ま
た
、過
去
に
起
こ

っ
た
出
来
事
を
、
作
品
の
中
に
持
ち
込
ん
で
、「
春
と
赤
ん
坊
」
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
。誰
で
も
知
っ
て
い
る
素
材
を
、時
間
が
経
っ
て
か
ら
手
を
入
れ

て
い
る
。
女
性
に
対
す
る
興
味
が
、
深
か
っ
た
と
思
う
。
ラ
ン
ボ
ー
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
を
知
っ
て
、
自
分
の
世
界
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

○
中
也
と
い
う
人
は
、
ふ
い
に
心
に
浮
か
ん
で
く
る
詩
句
が
多
い
詩
人
だ
と
思

う
。

○
中
也
に
は
詩
の
原
型
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
い
い
勉
強
に
な
っ
た
。

参
加
者
は
二
十
八
名
。ほ
ぼ
、以
上
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
会
で
あ
っ
た
。次
回

か
ら
は
、
録
音
の
用
意
も
必
要
だ
と
思
う
。

〈
第
35
号
〉
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★
特
別
号
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら

20
年
を
想
う
」（
２
０
１
４
年
12
月
17
日
発
行
、
20
頁
）

★
 兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
会
報
は
年
に
２
回
の
発
行
で
す
が
、１
９
９
５
年
１
月
17
日

に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、特
別
号
を
発
行

い
た
し
ま
し
た
。
協
会
会
員
の
皆
さ
ん
に
作
品
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
45
名
の
書
き
お

ろ
し
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
／
会
報
特
別
号
編
集
担
当
〈
大
橋
愛
由
等
記
〉

〈
巻
頭
辞
〉
詩
を
書
く
ひ
と
り
と
し
て
　
た
か
と
う
匡
子

記
憶
を
め
く
る
と
、
一
月
十
七
日
が
巡
り
く
る
た
び
に
、
神
戸
に
は
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
が
あ
り
、
回
想
の
回
帰
が
あ
り
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
の
報
道
が
あ
り
、
そ
れ
が
今

年
で
二
十
回
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
私
た
ち
に
は
私
た
ち
ひ
と
り

ひ
と
り
の
あ
の
日
の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
二
階
の

廂
を
そ
の
ま
ん
ま
地
面
に
つ
け
た
家
。
割
れ
た
大
地
に
よ
っ
て
立
つ
根
拠
を
失
っ

て
、
胴
体
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に
裂
か
れ
た
家
。
将
棋
倒
し
に
な
っ
た
の
や
、
横
す
わ
り

の
や
、
尻
餅
を
つ
い
た
の
や
、
腰
く
だ
け
の
や
、
満
身
創
痍
の
や
。
そ
し
て
あ
ち
こ

ち
の
高
層
ビ
ル
の
中
間
階
が
つ
ぶ
れ
、
ビ
ル
と
ビ
ル
の
あ
い
だ
、
集
合
住
宅
と
集
合

住
宅
の
あ
い
だ
に
架
か
る
空
中
歩
廊
が
落
下
し
、
外
れ
、
そ
の
瞬
間
に
瓦
礫
と
な
っ

た
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
街
。
こ
う
し
て
書
い
て
い
る
と
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ

を
ひ
っ
く
る
め
る
か
た
ち
で
記
憶
は
鮮
明
で
す
。

神
戸
は
た
し
か
に
、
あ
の
日
か
ら
二
十
年
経
ち
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
大
都
市
を
直

接
襲
っ
た
地
震
と
し
て
は
関
東
大
震
災
に
次
い
で
神
戸
だ
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
、

ま
だ
全
国
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
地
震
へ
の
意
識
は
今
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
あ
と
、
伊
豆
半
島
沖
の
群
発
地
震
、
根
室
沖
の
、

三
宅
島
や
小
笠
原
諸
島
の
、
そ
し
て
３
・
１
１
東
日
本
大
震
災
の
、
と
い
う
よ
う
に

日
本
の
各
地
で
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
３
・
１
１
以
後
は
地
震
、
津

波
、
原
発
に
よ
る
放
射
能
の
危
険
性
に
ま
で
そ
の
思
い
は
及
ぶ
に
い
た
っ
て
、
今
で

は
地
震
は
日
本
中
ど
こ
で
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
自
分
た
ち
の
生
活
の
、
い

の
ち
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

神
戸
で
は
、
三
ヵ
月
後
に
ア
ー
ト
・

エ
イ
ド
・
神
戸
の
編
集
で
『
詩
集
・
阪

神
淡
路
大
震
災
　
第
１
集
』
が
「
惨
禍

を
越
え
て
１
５
５
名
の
詩
人
が
証
言
す

る
激
震
の
世
界
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

翌
年
の
一
月
十
七
日
に
は
１
２
９
名
が

鎮
魂
と
再
生
を
、
そ
し
て
二
周
年
を
前

に
し
て
同
じ
く
１
２
９
名
の
詩
人
に
よ
る
第
３
集
『
復
興
へ
の
譜
』
な
ど
が
刊
行
さ

れ
ま
し
た
。
第
１
集
「
編
集
メ
モ
」
に
は
こ
の
詩
集
に
賛
同
し
、
参
加
し
た
詩
誌
と

し
て
「
柵
」
「
叢
生
」
「
ア
リ
ゼ
」
「
M
ESSIER」
「
現
代
詩
神
戸
」
「
第
三
紀

層
」
「
灌
木
」
「
海
」
「
輪
」
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
」
「
た
う
ろ
す
」
「
火
曜
日
」
「
め

ら
ん
じ
ゅ
」
「
豹
樹
」
「
風
媒
花
」
「
兵
庫
詩
人
」
「
幻
想
時
計
」
「
別
嬢
」

「
BELLSAISO
N
」
「
播
磨
灘
詩
会
」
な
ど
神
戸
市
内
阪
神
間
在
住
の
詩
人
の
み

な
ら
ず
遠
い
地
域
の
詩
人
た
ち
の
賛
同
も
得
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
に
ア
ー
ト
・
エ
イ
ド
・
神
戸
実
行
委
員
会
を
立
ち
上

げ
、
多
く
の
詩
人
た
ち
へ
の
結
集
を
呼
び
か
け
た
伊
勢
田
史
郎
さ
ん
ら
の
迅
速
な
行

動
が
こ
う
い
っ
た
大
き
な
貴
重
な
記
録
に
つ
な
が
っ
た
の
で
し
た
。

今
思
う
の
は
、
全
国
的
に
は
こ
う
い
っ
た
神
戸
で
の
詩
人
た
ち
の
表
現
活
動
が

「
大
変
で
し
た
ね
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
あ
れ
は
神
戸
で
の
こ
と
」
と
い
う
ふ

う
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
３
・
１
１
は
地
震
の
み
な
ら
ず
、
津
波
、
放
射
能

が
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
集
中
す
る
東
京
で
の
体
感
や
、
水
と
空
気
、
食
べ
物

に
よ
る
汚
染
な
ど
、
直
接
我
が
身
に
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
震
は

全
国
の
詩
人
た
ち
の
関
心
事
と
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
思
い
で
す
。

神
戸
は
ま
さ
に
大
地
震
を
原、
体、
験、
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
に
３
・
１
１
で
ふ
た
た

び
大
地
震
を
追、
体、
験、
し
た
お
か
げ
で
、
私
た
ち
自
身
、
我
が
身
に
ふ
り
か
か
ら
な
け

れ
ば
よ
そ
ご
と
で
す
ま
し
て
い
い
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
二
十
年
。
世
界
は
そ
の
あ
い
だ
に
イ
ラ
ク

の
攻
撃
が
あ
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
も
ス
ー
ダ
ン
で
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
レ
バ
ノ

ン
で
も
空
爆
が
あ
り
、
劣
化
ウ
ラ
ン
が
使
わ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
も
耳
に
し
ま
し
た
。
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
な
か
に
眼
差
し
を
そ
そ
い
で
、
そ
の
な
か
に
私
た
ち
の
神
戸

が
あ
っ
た
、
一
九
九
五
年
一
月
十
七
日
か

ら
一
日
一
日
の
日
常
が
流
れ
、
そ
の
積
み

重
な
り
の
上
に
今
日
と
い
う
圧
倒
的
な
二

十
年
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
二
十
年

と
い
う
そ
こ
だ
け
を
考
え
て
も
何
の
意
味

も
な
い
。
そ
う
い
う
捉
え
方
を
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
ん

な
に
大
き
な
地
震
の
原
体
験
者
と
し
て
、

詩
を
書
く
立
場
か
ら
、
詩
人
の
想
像
力
を

駆
使
し
て
私
た
ち
は
、
神
戸
だ
け
で
は
な

い
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
、
世
界
の
同
時

体
験
の
中
で
神
戸
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
考

え
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
私
は
思
い
ま
す
。

★
作
品
名
と
参
加
会
員
名

▽
「
叫
び
」
あ
だ
ち
か
つ
と
し
▽
「
時
が
揺
れ
て
」
阿
部

由
子
▽
「
そ
の
つ
ぎ
は
」
安
西
佐
有
理
▽
「
声
（
波
の
よ

う
に
)」井
上
修
子
▽「
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
い
た
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
20
年
間
」
入
江
田
吉
仁
▽
「
祈
」
岩
崎
英
世
▽
「
鵯
越
」

江
口
　
節
▽
「
寓
話
を
置
い
て
み
て
」
大
西
隆
志
▽
「
な

べ
て
去
っ
て
ゆ
く
」
大
橋
愛
由
等
▽
「
朝
の
訪
れ
」
和
比

古
▽
「
風
の
中
」
か
た
だ
と
き
こ
▽
「
十
九
歳
に
な
っ
た

孫
H
へ
」
香
山
雅
代
▽
「
二
十
歳
」
神
田
さ
よ
▽
「
業
に

苛
な
ま
れ
」
川
田
あ
ひ
る
▽
「
糸
」
小
西
民
子
▽
「
空
中

に
置
い
た
片
足
」
佐
伯
圭
子
▽
「
再
起
し
た
神
戸
」
佐
藤

勝
太
▽
「
お
ど
ろ
く
」
在
間
洋
子
▽
「
こ
の
二
十
年
」
直

原
弘
道
▽
「
封
を
切
っ
て
」
た
か
と
う
匡
子
▽
「
声
」
高

橋
冨
美
子
▽
「
あ
の
日
か
ら
」
た
か
は
ら
お
さ
む
▽
「
死

不
起
」
谷
田
寿
郎
▽
「
風
化
」
玉
井
洋
子
▽
「
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
の
下
駄
」
玉
川
侑
香
▽
「
海
峡
の
駅
は
い
ま
」
土
屋

宣
子
▽
「
変
わ
り
ゆ
く
色
彩
」
中
川
道
子
▽
「
新
し
く
な

っ
た
扉
の
ま
え
で
」
中
島
妙
子
▽
「
こ
の
場
所
で
」
中
堂

け
い
こ
▽「
阪
神
・
淡
路
か
ら
東
北
へ
　
被
災
二
十
年
に

導
か
れ
」 西
海
ゆ
う
子
▽「
炎
の
ト
ル
ネ
ー
ド
」西
村
好

子
▽
「
避
難
所
」
野
口
幸
雄
▽
「
兵
庫
」
平
岡
け
い
こ
▽

「
輝
く
月
に
」福
田
さ
と
る
▽「
光
　
ひ
と
房
」福
田
知
子

▽
「
窓
の
在
り
処
」
福
永
祥
子
▽
「
美
談
」
藤
井
　
清
▽

「
沈
黙
の
先
へ
」丸
田
礼
子
▽「
20
年
を
経
て
」三
浦
照
子

▽
「
あ
の
日
」
水
こ
し
町
子
▽
「
う
な
だ
れ
て
思
う
あ
の

あ
と
」
三
宅
　
武
▽
「
祈
り
‥
‥
分
断
と
再
生
」
山
本
真

弓
▽
「
pass aw
ay」
由
良
佐
知
子
▽
「
過
ぎ
行
く
時
間

を
」
凛
　
清
太
▽
「
消
え
な
い
虹
」
渡
辺
信
雄

★
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
を
想
う
」
特
別
号

は
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
Ｈ
Ｐ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。震災直後の神戸市長田区の様子（撮影・たかとう匡子）

兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
報
特
別
号
　
　
2
0
1
4
年
12
月
17
日

発
行
 : た
か
と
う
匡
子

記
憶
を
め
く
る
と
、
一
月
十
七
日
が
巡
り
く
る
た
び
に
、
神
戸
に
は
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
が
あ
り
、
回
想
の
回
帰
が
あ
り
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
の
報
道
が
あ
り
、
そ
れ

が
今
年
で
二
十
回
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
私
た
ち
に
は
私
た
ち

ひ
と
り
ひ
と
り
の
あ
の
日
の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
。
二
階
の
廂
を
そ
の
ま
ん
ま
地
面
に
つ
け
た
家
。
割
れ
た
大
地
に
よ
っ
て
立
つ

根
拠
を
失
っ
て
、
胴
体
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に
裂
か
れ
た
家
。
将
棋
倒
し
に
な
っ
た
の

や
、
横
す
わ
り
の
や
、
尻
餅
を
つ
い
た
の
や
、
腰
く
だ
け
の
や
、
満
身
創
痍
の

や
。
そ
し
て
あ
ち
こ
ち
の
高
層
ビ
ル
の
中
間
階
が
つ
ぶ
れ
、
ビ
ル
と
ビ
ル
の
あ
い

だ
、
集
合
住
宅
と
集
合
住
宅
の
あ
い
だ
に
架
か
る
空
中
歩
廊
が
落
下
し
、
外
れ
、

そ
の
瞬
間
に
瓦
礫
と
な
っ
た
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
街
。
こ
う
し
て
書
い
て
い

る
と
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
ひ
っ
く
る
め
る
か
た
ち
で
記
憶
は
鮮
明
で
す
。

神
戸
は
た
し
か
に
、
あ
の
日
か
ら
二
十
年
経
ち
ま

し
た
。
い
わ
ゆ
る
大
都
市
を
直
接
襲
っ
た
地
震
と
し

て
は
関
東
大
震
災
に
次
い
で
神
戸
だ
っ
た
の
で
す

が
、
当
時
、
ま
だ
全
国
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

地
震
へ
の
意
識
は
今
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
あ
と
、
伊
豆
半
島
沖
の
群

発
地
震
、
根
室
沖
の
、
三
宅
島
や
小
笠
原
諸
島
の
、

そ
し
て
３
・
１
１
東
日
本
大
震
災
の
、
と
い
う
よ
う

に
日
本
の
各
地
で
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
３
・
１
１
以
後
は
地
震
、

津
波
、
原
発
に
よ
る
放
射
能
の
危
険
性
に
ま
で
そ
の
思
い
は
及
ぶ
に
い
た
っ
て
、

今
で
は
地
震
は
日
本
中
ど
こ
で
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
自
分
た
ち
の
生
活

の
、
い
の
ち
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

神
戸
で
は
、
三
ヵ
月
後
に
ア
ー
ト
・
エ
イ
ド
・
神
戸
の
編
集
で
『
詩
集
・
阪
神

淡
路
大
震
災
　
第
１
集
』
が
「
惨
禍
を
越
え
て
１
５
５
名
の
詩
人
が
証
言
す
る
激

震
の
世
界
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
翌
年
の
一
月
十
七
日
に
は
１
２
９
名
が
鎮
魂
と

再
生
を
、
そ
し
て
二
周
年
を
前
に
し
て
同
じ
く
１
２
９
名
の
詩
人
に
よ
る
第
３
集

『
復
興
へ
の
譜
』
な
ど
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
第
１
集
「
編
集
メ
モ
」
に
は
こ
の

詩
集
に
賛
同
し
、
参
加
し
た
詩
誌
と
し
て
「
柵
」
、
「
叢
生
」
、
「
ア
リ
ゼ
」
、

「
M
ESSIER」
、
「
現
代
詩
神
戸
」
、
「
第
三
紀
層
」
、
「
灌
木
」
、
「
海
」
、

「
輪
」
、
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
」
、
「
た
う
ろ
す
」
、
「
火
曜
日
」
、
「
め
ら
ん
じ

ゅ
」
、
「
豹
樹
」
、
「
風
媒
花
」
、
「
兵
庫
詩
人
」
、
「
幻
想
時
計
」
、
「
別

嬢
」
、
「
BELLSAISO
N
」
、
「
播
磨
灘
詩
会
」
な
ど
神
戸
市
内
阪
神
間
在
住
の

詩
人
の
み
な
ら
ず
遠
い
地
域
の
詩
人
た
ち
の
賛
同
も
得
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
に
ア
ー
ト
・
エ
イ
ド
・
神
戸
実
行
委
員

会
を
立
ち
上
げ
、
多
く
の
詩
人
た
ち
へ
の
結
集
を
呼
び
か
け
た
伊
勢
田
史
郎
さ
ん

ら
の
迅
速
な
行
動
が
こ
う
い
っ
た
大
き
な
貴
重
な
記
録
に
つ
な
が
っ
た
の
で
し

た
。今

思
う
の
は
、
全
国
的
に
は
こ
う
い
っ
た
神
戸
で
の
詩
人
た
ち
の
表
現
活
動
が

「
大
変
で
し
た
ね
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
あ
れ
は
神
戸
で
の
こ
と
」
と
い
う

ふ
う
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
３
・
１
１
は
地
震
の
み
な
ら
ず
、
津
波
、
放

射
能
が
あ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
集
中
す
る
東
京
で
の
体
感
や
、
水
と
空
気
、

食
べ
物
に
よ
る
汚
染
な
ど
、
直
接
我
が
身
に
ふ
り
か
か
っ
て

き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
震
は
全
国
の
詩
人
た
ち
の
関
心
事

と
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
思
い
で
す
。

神
戸
は
ま
さ
に
大
地
震
を
原
体
験
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え

に
３
・
１
１
で
ふ
た
た
び
大
地
震
を
追
体
験
し
た
お
か
げ

で
、
私
た
ち
自
身
、
我
が
身
に
ふ
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
よ
そ

ご
と
で
す
ま
し
て
い
い
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
二
十
年
。
世
界
は
そ
の
あ

い
だ
に
イ
ラ
ク
の
攻
撃
が
あ
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
も
ス
ー
ダ
ン
で
も
、
イ
ス

ラ
エ
ル
や
レ
バ
ノ
ン
で
も
空
爆
が
あ
り
、
劣
化
ウ
ラ
ン
が
使
わ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
も

耳
に
し
ま
し
た
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
な
か
に
眼
差
し
を
そ
そ
い
で
、
そ
の

な
か
に
私
た
ち
の
神
戸
が
あ
っ
た
、
一
九
九
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
一
日
一
日
の

日
常
が
流
れ
、
そ
の
積
み
重
な
り
の
上
に
今
日
と
い
う
圧
倒
的
な
二
十
年
目
が
あ

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
二
十
年
と
い
う
そ
こ
だ
け
を
考
え
て
も
何
の
意
味
も
な
い
。

そ
う
い
う
捉
え
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
ん
な
に
大

き
な
地
震
の
原
体
験
者
と
し
て
、
詩
を
書
く
立
場
か
ら
、
詩
人
の
想
像
力
を
駆
使

し
て
私
た
ち
は
、
神
戸
だ
け
で
は
な
い
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
、
世
界
の
同
時
体

験
の
中
で
神
戸
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
私
は
思
い
ま
す
。

詩
を
書
く
ひ

と
り
と
し
て

★
 兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
会
報
は
年
に
二
回
の
発
行
で
す
が
、
１

９
９
５
年
１
月
17
日
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年

を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
特
別
号
を
発
行
い
た
し
ま
す
。
協
会
会

員
の
皆
さ
ん
に
作
品
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
四
五
名
の
書
き
お
ろ

し
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
／
会
報
特
別
号
編
集
担
当
〈
大
橋
〉

たかとう匡子

特 別 号
「阪神・淡路大震災から20年を想う」

兵庫県現代詩協会
　

　

　
　

　



５
日
の
昼
は
曇
っ

て
は
い
る
も
の
の
予

想
よ
り
穏
や
か
な
天

気
だ
っ
た
。
心
配
を

他
所
に
参
加
者
は
65

人
あ
っ
た
。
こ
れ
は

前
回
の
詩
の
フ
ェ
ス

タ
ひ
ょ
う
ご
よ
り
少

し
増
え
て
い
る
。

第
一
部
の
講
演
会
と
質
疑
応
答
の
司
会
は
大
橋
愛
由
等
が
つ
と
め
た
。
熱

心
な
フ
リ
ー
ト
ー
ク
が
続
き
、終
了
し
た
の
が
２
時
50
分
だ
っ
た
。引
き
続
き

第
２
部
は
休
憩
を
は
さ
ん
で
玉
井
洋
子
の
司
会
進
行
で
３
時
に
開
催
と
な
っ

た
。
朗
読
者
は
８
名
を
予
定
し
て
い
た
が
３
名
が
欠
席
し
て
、
お
ぐ
り
ひ
で

お
、
大
倉
元
、
野
口
幸
雄
、
平
岡
け
い
こ
、
香
山
雅
代
、
そ
し
て
飛
び
入
り
で

中
嶋
康
雄
、高
谷
和
幸
が
朗
読
を
し
た
。詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
経
験
者
の
お
ぐ
り

さ
ん
の
香
具
師
口
調
、
大
倉
さ
ん
の
腹
話
術
を
絡
め
た
詩
な
ど
い
つ
に
な
く

多
彩
な
詩
の
朗
読
会
に
な
っ
た
。４
時
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
す
べ
て
終
了
し
、そ

の
後
講
師
を
囲
ん
で
親
睦
会
を
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
神
戸
大
使
館
で
持
っ

た
。
参
加
者
は
21
名
だ
っ
た
。
台
風
は
幸
運
に
も
神
戸
へ
の
直
撃
を
免
れ
て
、

ス
タ
ッ
フ
一
同
が
安
堵
し
た
一
日
だ
っ
た
。

③
〈
報
告
〉「
藤
井
貞
和
さ
ん
講
演
会
―
演
題
「
詩
は
抗
う
地
球
の
ノ
ー
ト
」」

報
告
者
・
中
堂
け
い
こ

話
は
今
も
続
く
福
島
原
発
の
問
題
、
二
十
年
を
む
か
え
る
阪
神
・
淡
路
大

震
災
、
近
々
に
お
き
た
御
嶽
山
噴
火
に
よ
る
災
害
な
ど
日
本
列
島
に
住
む
私

た
ち
が
避
け
て
通
れ
な
い
様
々
な
厄
災
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
る
。

〝
十
二
月
八
日
青
天
の
ひ
と
日
暮
れ
て
普
賢
岳
の
火
お
し
く
だ
る
な
り
〟

（
竹
山
広
「
一
脚
の
椅
子
」）

な
ぜ
御
嶽
山
の
入
山
規
制
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
ほ
ど
予
知
は

難
し
い
こ
と
な
の
か
。
専
門
の
学
者
は
予
兆
の
情
報
を
事
前
に
は
決
し
て
お

も
て
に
し
な
い
、と
い
う
不
文
律
に
一
石
を
投
じ
る
。ネ
ッ
ト
で
公
に
す
れ
ば

大
勢
の
ひ
と
、
た
と
え
ば
中
学
生
の
地
学
オ
タ
ク
の
よ
う
な
少
年
が
な
に
か

提
示
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
可
能
性
は
試
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

福
島
原
発
の
電
源
喪
失
は
早
く
か
ら
高
木
仁
三
郎
が
予
言
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
と
地
下
構
造
か
ら
火
山
地
震
両
方
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

福
島
県
（
東
北
）
は
縦
に
左
に
火
山
帯
、
右
に
水
系
と
わ
か
れ
、
水
袋
の
よ
う

な
阿
武
隈
山
地
は
地
下
水
脈
で
福
島
原
発
の
下
を
流
れ
太
平
洋
に
そ
そ
い
で

い
る
。詩
の
書
き
手
の
夢
想
の
可
能
性
と
し
て
、阿
武
隈
の
水
が
再
臨
界
の
防

止
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、〝
地
面
の
声
〟
だ
ろ
う
。
御
嶽

山
の
噴
火
と
同
時
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
桜
島
も
大
噴
火
を
起
こ
し

て
い
る
。原
発
は
こ
わ
い
か
ら
反
対
、か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、地
質
学
者
火

山
学
者
ら
科
学
の
人
々
の
良
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
声
を
上
げ
て
い
き
た
い
。

神
戸
の
地
で
Ｉ
・
17
か
ら
20
年
を
思
い
、
こ
の
地
の
近
代
詩
…
こ
と
ば
を

ほ
り
さ
げ
て
い
く
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
詩
風
土
を
思
う
。
こ
こ
で
近
代
詩
人

を
引
用
。宮
沢
賢
治
の『
政
治
家
』。〝
ど
こ
か
透
明
な
／
地
質
学
者
が
記
録
す

る
で
あ
ろ
う
〟。
ま
た
佐
川
ち
か
『
室
楽
』
ジ
ョ
イ
ス
翻
訳
と
中
原
中
也
『
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
』ラ
ン
ボ
ウ
翻
訳
に
触
れ
、翻
訳
は
原
語
の
韻
律
を
放
棄
し
な
が

ら
も
微
細
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
日
本
語
の
韻
律
に
ひ
き
よ
せ
る
と
い
う
二
重
の

構
造
を
ひ
き
う
け
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
。今
、こ
れ
を
問
い
直
す
こ
と
で
な

に
か
見
え
て
く
は
ず
だ
。
私
た
ち
は
日
本
語
で
書

く
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

福
島
原
発
以
後
、
画
家
の
富
山
妙
子
は
告
発
と

祈
り
の
絵
を
描
き
続
け
る
。
し
か
し
一
方
で
忘
却

を
た
ど
る
日
本
全
体
の
空
気
に
怒
り
、
屈
折
を
抱

え
る
苦
悩
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
写
真
で
示
す
。
妙
子

の
絵
を
シ
カ
ゴ
大
学
の
サ
イ
ト
で
紹
介
。

和
合
亮
一
『
詩
ノ
黙
礼
』
は
将
来
か
な
ら
ず
評

価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。〝
私
た
ち
の
精
神
の
髪

を
、誰
か
、梳
か
し
て
く
だ
さ
い
。黙
礼
〟。下
略
。

④〈
報
告
〉「
第
三
回
読
書
会
―
萩
原
朔
太
郎
の
詩

を
読
む
―
」
報
告
者
・
神
田
さ
よ
（
別
枠
に
表
示
）

⑤〈
報
告
〉「
第
四
回
読
書
会
―
藤
井
貞
和
の
詩
と

表
現
世
界
に
つ
い
て
―
」
報
告
者
・
安
西
佐
有
理

（
別
枠
に
表
示
）

⑥
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
矢
と
歌
」
鈴
木
 漠

⑦
〈
エ
ッ
セ
イ
〉「
福
山
の
お
天
気
」
福
田
さ
と
る

⑧
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽

高
谷
和
幸
『
シ
ア
ン
の
沼
地
』
▽
福
永
祥
子
『
立

方
体
の
空
』
▽
季
村
敏
夫
『
膝
で
歩
く
』
▽
鈴
木

漠
『
続
続
　
鈴
木
漠
詩
集
』
▽
田
中
信
爾
『
音
の

変
幻
』

⑨
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会

員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体
発
行
本

⑩
〈
作
品
（
詩
）〉「
故
障
」
関
は
る
み

⑪
〈
訃
報
〉
児
玉
勅
顕
　
　

―15―

Hyogo Poetry Association {Bulletin Special Issue}                                     2023/7/1

                                     

講演をする藤井貞和氏。会場
のハイビスカスの間は参加
者でいっぱいになった

④〈
報
告
〉「
第
三
回
読
書
会
―
萩
原
朔
太
郎
の
詩
を
読
む
―
チ

ュ
ー
タ
ー
時
里
二
郎
」
２
０
Ⅰ
４
年
５
月
31
日
」

報
告
者
・
神
田
さ
よ

朔
太
郎
を
「
星
座
の
中
の
朔
太
郎
」
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ

る
。
朔
太
郎
は
明
治
41
年
に
『
早
稲
田
文
学
』
に
「
詩
界
の
根

本
的
刷
新
」を
書
い
て
、口
語
自
由
詩
の
必
要
性
を
説
い
た
。大

正
３
年
〜
６
年
に
は
口
語
自
由
詩
の
重
要
な
詩
集
が
集
中
し

て
発
行
さ
れ
た
。自
由
な
リ
ズ
ム
、行
と
連
と
の
制
約
の
廃
止
、

あ
ら
ゆ
る
既
存
の
観
念
を
破
壊
す
る
、そ
の
よ
う
な
時
代
的
気

風
が
あ
っ
た
。
詩
が
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
当

時
口
語
自
由
詩
は
散
文
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、朔
太
郎
は

行
替
え
詩
、口
語
自
由
詩
の
心
臓
部
と
な
る
内
面
の
リ
ズ
ム
本

位
の
詩
を
主
張
し
た
。内
面
の
リ
ズ
ム
を
ど
う
言
葉
に
翻
訳
し

て
詩
に
す
る
の
か
、イ
メ
ー
ジ
を
鋭
く
強
烈
な
も
の
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。そ
の
時
代
の
星
座
の
中
で
朔
太
郎
は
一

つ
の
星
と
な
っ
て
詩
を
書
い
た
。
特
に
山
村
暮
鳥
『
聖
三
稜
歯

玻
璃
』
の
影
響
が
強
い
。
散
文
と
の
違
い
。
詩
と
な
る
も
の
は

何
か
を
追
及
し
て
い
っ
た
。

『
愛
憐
詩
篇
』
か
ら
『
月
に
吠
え
る
』
を
書
い
た
こ
ろ
。
詩
集

の
ま
え
が
き
は
長
く
、詩
に
対
す
る
思
い
の
深
さ
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
地
上
の
見
え
な
い
も
の
を
表
現
し
て
ゆ
く
、
そ
れ

は
自
己
の
感
性
の
表
れ
で
あ
り
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ

の
頃
は
、
ま
だ
文
語
の
部
分
が
残
る
作
品
が
あ
る
。
口
語
自
由

詩
は
朔
太
郎
に
と
っ
て
生
涯
の
テ
ー
マ
と
な
る
。

『
青
猫
』
で
は
「
リ
ズ
ム
本
位
の
詩
」
の
変
質
が
窺
わ
れ
る
。

一
行
も
長
く
な
り
、
散
文
へ
接
近
を
し
て
い
る
。『
月
に
吠
え

る
』
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
力
は
衰
え
、
退
廃
的
と
な
り
、
濃

密
な
官
能
性
が
表
出
し
て
い
る
。

『
氷
島
』
を
書
い
た
こ
ろ
は
、
生
活
の
破
綻
と
い
う
状
況
で
、

「
民
衆
詩
派
」や「
詩
と
詩
論
」に
属
す
る
詩
人
た
ち
と
論
争
を

し
た
こ
と
は
、時
代
の
詩
の
流
れ
に
沿
わ
な
い
も
の
が
朔
太
郎

の
な
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
13
年
に
は
エ
ッ
セ
イ

「
日
本
へ
の
回
帰
」を
書
き
、西
洋
文
化
を
経
た
知
性
は
日
本
へ

回
帰
す
る
と
綴
っ
た
。

朔
太
郎
に
対
す
る
評
価
と
し
て
鮎
川
信
夫
、飯
吉
光
夫
の
批

判
な
ど
も
提
示
さ
れ
た
。

『
月
に
吠
え
る
』「『
青
猫
』『
氷
島
』
と
詩
集
の
流
れ
に
沿
っ

て
話
は
進
め
ら
れ
、
朔
太
郎
の
主
張
や
詩
の
特
徴
な
ど
、
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
     

〈
第
36
号
〉

⑤〈
報
告
〉「
第
四
回
読
書
会
―
藤
井
貞
和
の
詩
と
表
現
世
界
に

つ
い
て
―
チ
ュ
ー
タ
ー
大
橋
愛
由
等
」
２
０
Ⅰ
４
年
７
月
20
日

報
告
者
・
安
西
佐
有
理
 

「
藤
井
貞
和
氏
の
、詩
に
向
か
う
姿
勢
は《
臨
床
詩
学
》と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
事

態
に
寄
り
添
う
こ
と
で
あ
り
、ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン（
参
加
）の

実
践
を
心
が
け
て
い
る
こ
と
だ
。」

物
語
学（
源
氏
物
語
ほ
か
）、古
日
本
文
学
発
生
論
等
で
国
文

学
の
新
し
い
分
野
を
切
り
開
い
て
き
た
「
学
匠
詩
人
」
が
、
東

日
本
大
震
災
な
ど
折
々
の
状
況
に
心
を
寄
せ
て
行
動
し
つ
づ

け
る
人
で
も
あ
る
こ
と
を
語
る
チ
ュ
ー
タ
ー
の
大
橋
愛
由
等

さ
ん
は
、常
任
理
事
で
あ
り
藤
井
氏
著
書
の
出
版
を
手
掛
け
た

実
績
も
持
つ
。
本
年
度
の
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
講
師

と
し
て
藤
井
氏
を
招
聘
す
る
の
に
先
立
ち
、同
氏
の
業
績
と
人

柄
に
ふ
れ
る
機
会
と
な
っ
た
。

藤
井
貞
和
氏
（
一
九
四
一
〜
）
は
、
東
日
本
大
震
災
直
後
か
ら

和
合
亮
一
氏
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
発
信
し
た
言
葉
を
ま
と
め
た

『
詩
の
礫
』へ
の
批
判
に
対
し
て
、擁
護
を
し
た
数
少
な
い
詩
人

の
ひ
と
り
で
あ
る
。
か
つ
て
湾
岸
戦
争
を
題
材
と
し
た
作
品

で
、
当
時
の
マ
ス
コ
ミ
や
、
現
実
に
対
し
て
「
詩
は
無
力
」
と

主
張
す
る
立
場
の
詩
人
に
対
し
て
批
判
を
展
開
し
た
背
景
も

あ
る
。

藤
井
氏
は
、
現
代
詩
の
〝
伝
統
の
否
定
〟
と
実
験
精
神
の
あ

い
だ
で
、
単
に
伝
統
を
否
定
す
る
の
で
は
な
し
に
、
現
代
に
立

脚
し
て
現
代
詩
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る（
配
布
資
料
に
は
、初
期

詩
篇
か
ら
「
動
物
の
浄
土
」
引
用
）。
思
索
と
実
践
は
、
時
制
だ
け

で
な
く
人
称
に
も
及
ぶ
。ア
イ
ヌ
語
研
究
な
ど
で
第
四
人
称
の

可
能
性
を
論
じ
て
お
り
、
自
身
の
詩
「
加
那
や
」
で
は
第
四
人

称
の
世
界
を
描
い
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
物
語
の
内
部
で
、
ゼ
ロ

人
称
の
作
者
が
、
人
称
の
異
化
を
経
て
、
登
場
人
物
の
内
面
で

あ
る
四
人
称
へ
い
た
る
過
程
は
、詩
人
で
あ
り
物
語
研
究
者
で

も
あ
る
藤
井
氏
の
真
骨
頂
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

藤
井
氏
の
詩
、
評
論
、
学
問
を
つ
ら
ぬ
く
の
は
「
う
た
」
か

も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
３
・
11
を
想
う
と
き
も
「
こ
の
と
き

に
柳
田
な
ら
ば
、ど
う
し
た
ろ
う
か
／
折
口
は
こ
の
と
き
に
何

を
し
た
ろ
う
。
不
覚
」（「
旋
頭
歌
　
ま
が
つ
火
ノ
ー
ト
」）
等
と
藤
井

氏
自
身
が
書
く
よ
う
に
、
折
口
信
夫
や
柳
田
國
男
ら
、
国
文
学
、

民
俗
学
の
先
達
の
仕
事
と
も
重
な
る
。

最
近
で
は
『
東
歌
篇
―
異
な
る
声
　
独
吟
千
句
』
が
口
語
現

代
詩
で
な
く
短
歌
・
旋
頭
歌
形
式
で
書
か
れ
た
の
は
、伝
承
形

式
を
否
定
し
な
い
藤
井
氏
ら
し
い
実
践
で
あ
り
、「
う
た
」の
発

生
、
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
意
味
で
同
書
で
の
、藤
井
氏
の
叫
び
の
よ
う
な
こ
と
ば
に

は
、
現
在
に
結
び
つ
く
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
、
日
本

の
状
況
悪
化
へ
の
危
機
感
が
表
れ
て
い
る
。阪
神
・
淡
路
大
震

災
か
ら
二
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
の
地
の
人
々
の
心
象

も
感
受
し
て
、兵
庫
の
詩
人
た
ち
と
活
発
に
語
り
合
っ
て
く
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
第
36
号
〉



★
第
37
号
―
①
（
２
０
１
５
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
報
告
〉
第
19
回
定
期
総
会
に
つ
い
て

▽
新
役
員
=（
会
長
）た
か
と
う
匡
子（
副
会
長
）時
里
二
郎（
事
務
局
長
）神

田
さ
よ
〈
イ
ベ
ン
ト
・
文
学
紀
行
〉（
会
計
）
野
口
幸
雄
（
常
任
理
事
）
大
橋

愛
由
等
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
出
版
）
／
大
西
隆
志
（
イ
ベ
ン
ト
）
／
尾
崎
美
紀

（
入
退
会
・
名
簿
・
記
録
）
／
玉
井
洋
子
（
読
書
会
）
／
中
堂
け
い
こ
（
会
報
）

／
丸
田
礼
子
（
ポ
エ
ム
&
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
）（
理
事
）
梅
村
光
明
／

神
尾
和
寿
／
季
村
敏
夫
／
小
西
民
子
／
高
谷
和
幸（
監
事
）谷
田
寿
郎
／
渡
辺

信
雄
（
顧
問
）
伊
勢
田
史
郎
／
直
原
弘
道
／
福
井
久
子
／
安
水
稔
和

②〈
報
告
〉総
会
　
第
二
部
鈴
木
豊
子『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
　
出
会
い
と
そ
の

謎
講
演
要
旨
　
報
告
者
・
時
里
二
郎

③〈
報
告
〉「
第
五
回
読
書
会
―
茨
木
の
り
子
の
詩
を
読
む
―
チ
ュ
ー
タ
ー
丸
田

礼
子
」
２
０
Ⅰ
４
年
７
月
20
日
　
報
告
者
・
尾
崎
美
紀
 

④〈
報
告
〉「
第
五
回
読
書
会
―
吉
野
弘
の
意
味
の
揺
れ
―
チ
ュ
ー
タ
ー
神
田
さ

よ
」
２
０
Ⅰ
４
年
７
月
20
日
　
報
告
者
・
高
谷
和
幸

⑤〈
報
告
〉「
第
４
回
ポ
エ
ム
&
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
報
告
」=年
始
恒

例
の
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
が
神
戸
文
学
館
で
１
月
11
日
〜
24

日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
今
年
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
ち
ょ
う
ど
20

年
目
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
１
月
17
日
、
会
報
特
別
号
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た

記
念
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
今
号
に
よ
せ
ら
れ
た
45
の
詩
編

か
ら
講
師
の
た
か
と
う
匡
子
さ
ん
が
読
み
解
き
、
特
別
号
の
編
集
者
で
も
あ

る
大
橋
愛
由
等
さ
ん
が
総
括
。そ
こ
に
は
、大
震
災
か
ら
20
年
た
ち
、そ
の
間

に
は
東
北
大
震
災
と
い
う
私
た
ち
の
経
験
を
は
る
か
に
こ
え
る
大
惨
禍
を
経

て
な
お
、
変
わ
ら
な
い
固
有
の
傷
み
が
詩
意
識
の
そ
こ
に
厳
然
と
息
づ
い
て

い
た
。

⑥
〈
報
告
〉「
第
３
回
文
学
紀
行
報
告
」
=３
月
15
日
向
か
っ
た
先
は
、
丹
波
篠
山
と

生
野
銀
山
。
３
月
15
日
〈
日
〉
参
加
者
は
28
名
だ
っ
た
。

⑦
〈
評
論
〉「
萩
原
朔
太
郎
と
神
戸
」
季
村
敏
夫
（
別
枠
に
表
示
）

⑧
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
安
水
稔
和
『
有
珠
』
 ▽
安
水
稔
和

『
春
よ
め
ぐ
れ
』
 ▽
佐
藤
勝
太
『
こ
と
ば
の
影
』
 ▽
青
木
左
知
子
『
身
代
わ
り
た
ち
』

▽
江
口
節
『
果
樹
園
ま
で
』
 

⑨
会
員
の
情
報
・
動
静
／
会
員
の
刊
行
物
／
会
員
の
詩
誌
／
他
県
詩
人
団
体
発
行
本

⑩
〈
訃
報
〉
桂
あ
さ
み

―16―
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兵
庫
県
現
代
詩
協
会
　
会
報
第
53
号
　
特
別
付
録
　

会
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
③

■
発
行
所
＝
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
事
務
局
《
野
口
幸
雄
》

〒
657—
0846
神
戸
市
灘
区
岩
屋
北
町
4
―
4
―
５
―
９
０
２

Tel.０
９
０
―
７
９
６
３
―
０
０
９
０

▽
発
行
人
＝
《
時
里
二
郎
》（
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
長
）

▽
会
計
＝
《
玉
川
侑
香
》

▽
会
報
特
別
号
・
責
任
編
集
=《
大
橋
愛
由
等
》
／
編
集
協
力
=

《
安
西
佐
有
理
》

■
印
刷
＝《
遊
文
舎
》〒
532‐0012
大
阪
市
淀
川
区
木
川
東
４
―
17

―
31
Tel.０
６
―
６
３
０
４
―
９
３
２
５

■
編
集
あ
と
が
き
＝
兵
庫
県
現
代
詩
協
が
発
行
す
る
会
報
53
号
の
特

別
付
録
「
会
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
③
」
で
す
。
28
号
か
ら
37
号
ま
で
収

録
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
20
年
が
経
過
し
た

２
０
１
５
年
に
あ
わ
せ
て
発
行
し
た
会
報
特
別
号
「
阪
神
・
淡
路
大
震

災
か
ら
20
年
を
想
う
」
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
今
あ
ら
た
に
バ
ッ
ク
ナ

ン
バ
ー
を
読
み
返
し
て
み
ま
す
と
、
当
時
の
会
報
制
作
担
当
者
の
編
集

企
画
能
力
の
高
さ
に
感
嘆
す
る
ば
か
り
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
協
会
の
会

員
動
向
ば
か
り
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
兵
庫
県
の
詩
史
に
関
す
る
重
要
な

ア
ー
カ
イ
ブ
の
文
章
・
評
論
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
誌
面
の
都
合

上
、
残
念
な
が
ら
こ
の
③
号
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
文
章
に
も
優
れ
た

文
章
・
作
品
が
多
か
っ
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
ま
す
。
（
大
橋
記
）

⑦
〈
評
論
〉「
萩
原
朔
太
郎
と
神
戸
」

季
村
敏
夫

萩
原
朔
太
郎
と
神
戸
の
つ
な
が
り
を
た
ど
っ
て

み
る
。
今
や
忘
却
さ
れ
た
感
の
あ
る
二
人
、
香
山
小

鳥
と
大
槻
憲
二
が
神
戸
に
関
わ
り
が
あ
り
、両
者
は

細
い
糸
で
萩
原
朔
太
郎
を
神
戸
へ
導
い
て
い
る
、と

こ
う
書
け
ば
強
引
で
あ
ろ
う
か
。
夢
想
で
あ
ろ
う

か
。明

治
末
年
の
神
戸
か
ら
出
て
い
た
文
芸
雑
誌
に

『
歓
楽
』
が
あ
る
。
創
刊
は
明
治
四
十
五
（
一
九
二
一
）

年
四
月
（
こ
の
年
の
七
月
三
十
日
に
大
正
に
改
元
）。
編
集

発
行
人
は
山
本
久
吉
、発
行
所
は
歓
楽
社（
神
戸
市
下

山
手
通
四
丁
目
二
八
番
屋
敷
）。山
本
久
吉
と
は
何
者
か
、

詳
細
は
不
明
。
扉
と
裏
表
紙
に
、
香
山
小
鳥
の
描
く

絵
が
あ
り
、
い
ち
は
や
く
『
歓
楽
』
を
注
目
し
た
紅

野
敏
郎
（『
雑
誌
探
索
』）
に
よ
れ
ば
「
女
と
五
月
」
と

い
う
詩
（
七
月
号
）
を
発
表
し
て
い
る
。
香
山
小
鳥

は
萩
原
朔
太
郎
を
震
撼
さ
せ
た
田
中
恭
吉
（
一
九
八

二
―
一
九
一
五
）
の
友
人
で
あ
る
。

う
つ
そ
み
は
は
か
な
い
。時
間
と
と
も
に
忘
れ
さ

ら
れ
る
。香
山
小
鳥
に
至
っ
て
は
少
数
の
美
術
史
関

係
者
が
知
る
の
み
で
あ
る
。
本
名
香
山
藤
禄
（
一
九

八
二
―
一
九
二
二
）、芥
川
龍
之
介
と
同
世
代
。結
核
で

死
ん
だ
。
生
ま
れ
は
長
野
県
下
伊
那
郡
松
尾
村
、
な

ぜ
神
戸
の
雑
誌
に
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、こ

れ
ま
た
不
明
で
あ
る
。
昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年

に
「
竹
久
夢
二
と
そ
の
周
辺
」
展
が
開
催
、
竹
久
夢

二
を
軸
に
香
山
小
鳥
、
田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
、
恩

地
孝
四
郎
ら
の
交
流
が
明
ら
か
に
な
っ
た
頃
か
ら

朔
太
郎
の
処
女
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
の
詩
画
集
と

し
て
の
視
点
が
確
立
さ
れ
た（
田
中
恭
吉
ら
の
自
刻

版
画
や
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し
て
の
同
人
誌
活

動
を
研
究
し
て
き
た
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
の

井
上
芳
子
、
三
木
哲
夫
、
熊
田
司
氏
ら
に
よ
る
）。

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
六
月
、
萩
原
朔
太
郎
は
恩

地
孝
四
郎
に
私
信
を
投
函
、初
め
て
上
梓
す
る
詩
集

を
田
中
恭
吉
の
版
画
で
飾
り
た
い
旨
申
し
出
る
。朔

太
郎
は
恩
地
孝
四
郎
ら
の
木
版
画
と
詩
の
同
人
誌

『
月
映
』を
手
に
し
、魂
の
お
の
の
き
を
感
じ
た
。恭

吉
は
、木
版
画
は
無
理
だ
が
ペ
ン
画
な
ら
と
承
諾
し

た
が
、喀
血
に
苦
し
む
病
状
は
重
く
な
り
、十
月
、和

歌
山
県
の
自
宅
で
絶
命
（
享
年
二
十
三
歳
）、『
月
に
吠

え
る
』
を
手
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
く
る
大

正
五
年
の
十
月
、朔
太
郎
は
恩
地
孝
四
郎
に
詩
集
の

装
丁
を
依
頼
、そ
こ
に
、「
今
度
の
詩
集
は
故
田
中
恭

吉
氏
の
追
悼
記
念
の
意
を
か
ね
た
出
版
」で
あ
る
と

記
し
た
。『
月
に
吠
え
る
』の
附
録
に
朔
太
郎
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

雑
誌
「
月
映
」
を
通
じ
て
、
私
が
恭
吉
氏
の
藝

術
を
始
め
て
知
っ
た
の
は
、
今
か
ら
二
年
ほ
ど

以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
當
時
、
私
か
あ
の
素
ば

ら
し
い
藝
術
に
接
し
て
、
ど
ん
な
に
驚
異
と
嘆

美
の
瞳
を
み
は
つ
た
か
と
言
ふ
こ
と
は
、
殊
更

ら
に
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
實
に

私
は
自
分
の
求
め
て
ゐ
る
心
境
の
世
界
の
一
部

分
を
、
田
中
氏
の
藝
術
に
よ
っ
て
一
層
は
つ
き

り
と
凝
視
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
、大
槻
憲
二（
一
八
九
一
―
一
九
七
七
）。大

槻
は
東
京
美
術
学
校
時
代
か
ら
田
中
恭
吉
と
深
い

交
わ
り
が
あ
っ
た
。
神
戸
と
の
関
わ
り
を
い
え
ば
、

明
治
天
皇
崩
御
の
数
日
前
、神
戸
幼
稚
園（
北
長
狭
通

六
丁
目
）で
洋
画
日
本
画
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
フ
ロ
イ
ト
と
文

通
、
翻
訳
を
手
掛
け
て
い
る
（
春
陽
堂
版
『
フ
ロ
イ
ド
精

神
分
析
学
集
』）。江
戸
川
乱
歩
は
憲
二
主
宰
の
東
京
精

神
分
析
学
研
究
会
に
出
入
り
し
て
い
た
。ま
た
神
戸

詩
人
事
件
で
拘
束
さ
れ
た
岬
絃
三
は
大
槻
憲
二
へ

の
関
心
（『
滑
車
』
二
号
）
を
隠
さ
な
か
っ
た
。

田
中
恭
吉
（
田
中
未
知
）
は
『
月
映
』
Ⅵ
に
短
歌
を

発
表
し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「
ゆ
め
の
日
の
か

げ
」。自
ら
の
作
品
の
前
に
、香
山
小
鳥
の
絶
唱
十
首

を
掲
げ
て
い
る
。
三
首
ひ
く
。

赤
石
の
み
ね
の
か
な
た
ぞ
あ
こ
が
れ
の
わ
が
ゆ

く
か
た
と
夕
雲
を
み
る

白
き
ひ
と
列
な
し
哭
き
て
ゆ
く
が
み
ゆ
青
ざ
め

は
て
し
胸
の
こ
み
ち
を

生
く
と
い
ふ
わ
が
よ
ろ
こ
び
は
窓
玻
璃
の
小
さ

き
羽
虫
の
ふ
る
え
へ
に
ぞ
似
る

『
月
映
』
は
柄
澤
齋
氏
や
時
里
二
郎
氏
ら
の
『
容

器
』
の
前
身
で
あ
る
。
会
員
の
紫
野
京
子
氏
の
『
夢

の
周
辺
』（
月
草
舎
）
に
恭
吉
に
捧
げ
る
一
章
（「
ひ
と

つ
の
星
を
領
し
て
」）
が
あ
る
。

〈
第
37
号
〉

田中恭吉装画「開梱」
「月に吠える」初版本の収載。
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