
i

ま
え
が
き

一
　
魔
法
は
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も

　
本
書
は
こ
の
三
七
年
間
の
現
代
短
歌
史
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
現
代
短
歌
史
の
渦
中
で
歌
を

つ
く
っ
て
い
る
人
、
つ
く
っ
て
は
い
な
い
が
関
心
は
持
っ
て
い
る
人
に
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
と
思
う
。

　
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
日
ご
ろ
短
歌
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
人
に
も
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
、
と

願
っ
て
い
る
。

　
短
歌
と
い
う
と
、
百
人
一
首
く
ら
い
は
し
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
あ
の
教
科
書
に
の
っ
て
い
る
む
か
し
の
人

が
つ
く
っ
て
い
た
も
の
ね
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
こ
の
現
代

に
も
、
短
歌
の
魔
法
の
魅
力
に
魅
せ
ら
れ
て
古
典
に
負
け
な
い
ほ
ど
真
剣
に
短
歌
を
つ
く
っ
て
い
る
歌
人
は
た

く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
五
七
五
七
七
と
い
う
詩
形
が
、
そ
の
魔
法
の
魅
力
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
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な
時
代
を
生
き
抜
い
て
千
数
百
年
も
生
き
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
奇
跡
に
近
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
本
は
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
が
、
も
し
あ
な
た
が
今
こ
の
文
を
立
ち
読
み
し

て
い
る
の
な
ら
、
ど
う
ぞ
巻
末
の
索
引
に
あ
る
短
歌
作
品
た
ち
を
見
て
欲
し
い
。
そ
し
て
何
か
心
に
触
れ
る
歌

が
あ
っ
た
ら
、
掲
載
ペ
ー
ジ
の
少
し
後
に
あ
る
そ
の
歌
へ
の
読
み
も
読
ん
で
ほ
し
い
。
そ
し
て
作
品
や
そ
の
読

み
が
少
し
で
も
心
に
入
る
歌
が
あ
っ
た
ら
、（
レ
ジ
で
お
金
を
払
っ
て
）
ど
う
ぞ
家
へ
持
っ
て
帰
っ
て
じ
っ
く

り
読
ん
で
ほ
し
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
　
上
梓
（
刊
行
）
の
い
き
さ
つ
と
基
本
的
特
徴

　
こ
の
本
の
上じ
ょ
う

梓し

（
刊
行
）
の
い
き
さ
つ
を
簡
単
に
書
く
と
、
短
歌
を
始
め
て
か
ら
い
つ
か
短
歌
史
を
書
い
て

み
た
い
、
と
思
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
何
を
す
る
に
も
そ
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
で
あ
る
し
、
ま
た
序
で

示
す
よ
う
に
前
衛
短
歌
よ
り
後
の
詳
細
な
短
歌
史
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
い
つ
か
自
分
で
書
い
て
み
た

い
、
と
無
謀
に
も
思
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
個
人
的
な
動
機
を
書
け
ば
、
私
は
博
士
課
程
に
は
進
学
し

た
が
博
士
論
文
は
書
か
な
か
っ
た
の
で
、
い
つ
か
博
士
論
文
の
代
わ
り
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
み
た
い
、

と
も
思
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
少
し
ず
つ
資
料
を
読
み
、
俵
万ま

智ち

が
（
1
）登

場
し
た
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
第
一
稿
を
書



まえがき

iii

き
、
せ
め
て
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
上
梓
し
よ
う
と
思
っ
て
準
備
を
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
頃
に
、

あ
る
短
歌
会
が
解
散
し
て
し
ま
っ
た
り
、
結
社
の
記
念
大
会
の
実
行
委
員
長
を
や
っ
た
り
し
た
こ
と
が
、
そ
れ

ま
で
の
過
労
と
加
齢
に
重
な
っ
て
し
ま
い
、
入
院
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
後
の
経
過
を
急
い
で
書
く
と
、
介
護
施
設
に
も
入
れ
ら
れ
、
自
室
や
研
究
室
に
置
い
て
あ
っ
た

ノ
ー
ト
、
歌
集
を
ふ
く
む
歌
書
、
集
め
た
資
料
な
ど
の
私
物
を
す
べ
て
破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
…
…
。

　
し
か
し
二
〇
二
〇
年
冬
に
、
主
に
地
元
湘
南
の
幼
稚
園
か
ら
の
友
だ
ち
の
協
力
を
得
て
何
と
か
施
設
を
退
所

し
、
図
書
館
な
ど
に
も
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
二
〇
二
一
年
ま
で
の
歴
史
を
書
き
足
し

全
体
も
リ
ラ
イ
ト
し
て
、
こ
の
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
上
梓
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
本
は
、
一
九
八
五
〜
二
〇
二
一
年
の
短
歌
史
（
一
章
〜
四
章
）
を
書
い
た
後
に
、
二
〇
一

一
年
の
調
査
（「
歌
人
調
査
」（
二
〇
一
一
））
で
分
析
を
お
こ
な
う
（
五
章
）、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
上
梓
予
定
が
の
び
た
た
め
だ
が
、
こ
の
間
も
本
調
査
ほ
ど
の
規
模
の
歌
人
へ
の
調
査

は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
本
書
で
こ
の
調
査
を
分
析
す
る
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
は
あ
る
、
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
本
書
に
は
い
ろ
い
ろ
と
至
ら
な
い
点
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
歌
人
に
関
す
る
手
書
き
の
ノ
ー
ト
と
書
き
込

み
を
し
た
歌
集
も
破
棄
さ
れ
て
し
ま
い
、
歌
集
は
そ
の
後
の
図
書
館
通
い
な
ど
で
か
な
り
再
読
は
で
き
た
が
、

不
十
分
な
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
そ
こ
で
ノ
ー
ト
の
再
構
成
、
資
料
の
再
収
集
な
ど
を
試
み
る
と
何
年
か
か
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る
か
わ
か
ら
ず
、
体
力
、
知
力
は
日
々
衰
え
て
ゆ
く
…
…
。

　
し
た
が
っ
て
本
書
は
個
々
の
歌
人
へ
の
考
察
が
、
パ
ン
コ
ン
に
残
っ
て
い
た
一
九
八
五
〜
二
〇
二
一
年
の
間

で
最
初
に
上
梓
さ
れ
た
歌
集
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
本
書
の
個
々
の
歌
人
に
対
す
る
考
察
は
、
そ

の
歌
人
に
対
す
る
全
体
的
な
評
価
で
は
な
く
、
一
九
八
五
〜
二
〇
二
一
年
と
い
う
期
間
の
中
で
の
評
価
で
あ
る
。

ま
た
歌
人
論
、
歴
史
研
究
な
ど
は
、
一
九
八
五
年
以
降
に
出
さ
れ
た
も
の
で
も
、
一
九
八
五
年
よ
り
前
を
対
象

と
し
た
も
の
は
基
本
的
に
本
書
の
考
察
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。

　
な
お
本
の
題
に
も
あ
る
「
口
語
化
」
と
は
、
本
書
で
は
言
葉
の
文
語
か
ら
口
語
へ
の
変
化
だ
け
で
は
な
く
、

わ
か
り
や
す
い
修
辞
の
広
が
り
、
身
近
な
か
る
い
主
題
へ
の
市
民
権
、〈
私
〉（
作
中
主
体
）
が
「
私
」（
作
者
）

に
近
づ
い
て
ゆ
く
と
い
う
変
化
も
ふ
く
め
て
い
る
。
ま
た
社
会
全
体
も
「
大
き
な
物
語
」
が
終
焉
し
て
「
口
語

化
」
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
（
2
）。

三
　
歌
書
上
梓
に
あ
た
っ
て
の
謝
辞

　
本
書
上
梓
に
あ
た
り
お
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
は
た
く
さ
ん
い
る
が
、
ま
ず
又ま
た
従い
と
こ弟
で
も
あ
る
佐

佐
木
頼
綱
く
ん
は
、
研
究
室
の
資
料
な
ど
が
す
べ
て
破
棄
さ
れ
る
な
か
で
パ
ソ
コ
ン
を
救
出
し
、
施
設
脱
出
後

に
送
っ
て
く
れ
た
！　
こ
れ
に
よ
り
パ
ソ
コ
ン
へ
書
き
込
ん
だ
メ
モ
、
原
稿
等
は
復
元
で
き
、
執
筆
継
続
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
他
に
も
先
輩
、
友
人
、
後
輩
の
さ
ま
ざ
ま
な
歌
人
か
ら
の
恩
恵
は
書
き
切
れ
な
い
が
、
特
に
こ
こ
数
年
、

二
次
会
な
ど
で
ぶ
し
つ
け
に
「
現
代
短
歌
」
の
範
囲
を
問
う
た
と
き
に
答
え
て
く
れ
た
歌
人
の
方
々
に
お
礼
を

申
し
上
げ
た
い
。
そ
の
ノ
ー
ト
も
破
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
一
番
多
か
っ
た
答
え
は
「
前
衛
短
歌
以

降
」
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
ま
た
菱
川
善よ
し
夫お

、
篠
弘
（
3
）の
両
先
達
が
短
歌
史
研
究
を
つ
な
い
で
く
れ
な
か
っ

た
ら
、
本
書
は
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
同
世
代
の
短
歌
の
友
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
示
し
て
く
れ
た
友
情
が
な
か
っ
た
ら
、
私
の
短

歌
人
生
は
も
っ
と
貧
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

　
大
学
の
後
輩
で
あ
る
寺
井
龍
哉
に
は
入
稿
前
の
段
階
で
原
稿
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
。
ま
た
年
表
（
4
）も
書
い
て
も

ら
っ
た
が
、
二
人
で
意
見
交
換
し
、
年
表
も
一
九
八
五
年
か
ら
二
〇
二
一
年
ま
で
と
し
、
学
生
短
歌
会
、
同
人

誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
し
て
は
基
本
的
に
年
表
に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
年
表
、
本
文
は
、
す
べ
て

各
々
の
自
己
責
任
で
執
筆
し
た
。

　
は
る
書
房
さ
ん
と
は
大
学
院
時
代
に
青
年
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
調
査
を
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
お
付
き

合
い
だ
が
、『
短
歌
の
社
会
学
』（
一
九
九
九
）、『
短
歌
・
俳
句
の
社
会
学
』（
二
〇
〇
八
）
に
続
い
て
お
世
話

に
な
っ
た
。
五さ
み
だ
れ
月
雨
式
に
再
再
再
再
再
再
校
ま
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
大
変
ご
苦
労
を
お
か
け
し
た
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
私
を
「
ひ
ろ
く
、
深
く
、
お
の
が
じ
し
に
」
導
い
て
い
た
だ
い
た
竹
柏
会
「
心
の
花
」
の

会
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
歌
を
始
め
て
間
も
な
い
こ
ろ
大
量
の
歌
集
を
貸
し
て
い
た
だ
い
た
（
そ
し
て
大
量
の
酒
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も
飲
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
）
晋し
ん

樹じ
ゅ

隆
彦
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
は
数
え
切
れ
な
い
。
ま

た
数
十
年
を
か
け
て
「
心
の
花
」
の
全
て
の
歌
会
を
巡
っ
た
が
、
各
地
で
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
児
童
期
に
会
え
て
短
歌
を
始
め
る
遠
い
き
っ
か
け
と
な
っ
た
佐
佐
木
信
綱
初
代
主
宰
、

大
学
院
時
代
に
「
心
の
花
」
に
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
の
佐
佐
木
由ゆ

幾き

主
宰
、
現
在
の
佐
佐
木
幸
綱
主
宰

と
い
う
各
世
代
の
主
宰
へ
の
謝
辞
の
み
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

〔
初
出
〕（
の
ち
に
加
筆
修
正
）

　
・
序
章
…
…
「
特
別
寄
稿　
『
現
代
短
歌
史
』
序
説
」「
心
の
花
」
二
〇
一
四
年
一
月

　
・
五
章
…
…
「
現
代
短
歌
に
お
け
る
私
わ
た
く
し
性せ
い
の
問
題
」「
短
歌
往
来
」
二
〇
一
二
年
一
一
月

　
　
（
他
は
書
き
下
ろ
し
）

注（
1
）　
作
者
の
思
い
を
尊
重
し
て
短
歌
へ
は
著
者
（
大
野
）
か
ら
振
り
仮
名
を
直
接
ふ
っ
て
い
な
い
が
、
短
歌
を
文
中
に

引
用
す
る
場
合
、
そ
し
て
人
名
、
歌
集
名
、
文
章
な
ど
に
は
適
宜
ふ
っ
て
い
る
。

（
２
）　
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
場
合
本
書
で
は
、「
口
語
化
」
と
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
く
く
っ
て
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
「
口
語
化
」
に
つ
い
て
は
序
章
の
「
お
わ
り
に
か
え
て
」
三
な
ど
で
も
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
３
）　
校
正
中
の
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
師
走
に
亡
く
な
ら
れ
、
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。



まえがき

vii

 

　
「
ボ
ク
は
忙
し
い
の
で
、
構
想
は
い
ろ
い
ろ
な
場
で
考
え
て
、
机
に
向
か
っ
て
座
っ
た
と
き
に
は
す
ぐ
原
稿
を
書

け
る
よ
う
に
し
て
い
る
」、「
休
日
に
は
、
こ
れ
は
趣
味
な
ん
だ
、
遊
び
な
ん
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
短
歌

の
原
稿
を
書
い
て
い
る
」
な
ど
の
明
晰
な
る
声
を
思
い
出
す
。

 
　
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

（
４
）　
本
書
で
取
り
上
げ
る
時
期
に
関
係
す
る
年
表
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
荻
原
裕
幸
「
20
世
紀
短
歌
史
年
表
」〔
一
八
九
六
〜
一
九
九
九
〕（『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典
』
一
九
九
九
）、
米
川
千

嘉
子
「
近
・
現
代
短
歌
史
年
表
」〔
一
八
六
八
〜
一
九
九
九
〕（『
現
代
短
歌
大
事
典
』
二
〇
〇
〇
）、『
現
代
歌
人
協

会
五
十
年
の
歴
史
』〔
一
九
五
六
〜
二
〇
〇
六
〕（
二
〇
〇
六
）、
小
高
賢
「
現
代
・
短
歌
年
表
」〔
一
九
八
五
〜
二
〇

〇
八
〕（『
現
代
の
歌
人
１
４
０
』
二
〇
〇
九
）。

　
　
　
大
井
学
「『
短
歌
』
60
年
史
」「
短
歌
」
二
〇
一
四
年
一
月
、
大
井
学
「
年
表
八
十
五
年
史
」
Ⅰ
〜
Ⅲ
「
短
歌
研

究
」
二
〇
一
七
年
七
〜
九
月
、「
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
七
〇
年
の
歩
み
」「
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
創
立
70
周
年
記
念
誌　
１

９
４
８
―
２
０
１
８
」
二
〇
一
九
、「
現
代
短
歌
の
事
件
簿
│
’95
年
以
降
の
短
歌
史
」「
最
適
日
常
」
二
〇
二
〇

〔
ネ
ッ
ト
上
〕。
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四
章
　
二
〇
一
〇
〜
二
〇
二
一
年
│「
つ
ぶ
や
く
私
」と
大
震
災
・コロ
ナ
禍
とい
う
文
明
災
害

　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
二
一
年
の
短
歌
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い）1
（

。

　
な
お
こ
の
時
期
は
現
在
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
生
れ
、
九
〇
年
代
生
れ
を
は
じ
め
と
し
て
な

る
べ
く
多
く
の
歌
人
の
歌
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
ま
だ
歌
集
を
上
梓
し
て
い
な
い
歌
人
の
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
歌
も
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
節
　
一
九
八
〇
年
代
生
れ
の
歌
人
の
歌

　
ま
ず
一
九
八
〇
年
代
生
れ
の
歌
人
の
歌
を
、
一
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
、
二
、
二
〇
一
六
〜
二
〇
二
一

年
に
分
け
て
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い）2
（

。
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一
　
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
の
歌

し
た
い
の
に　
し
た
い
の
に　
し
た
い
の
に　
し
た
い
の
に　
散
歩
が
ど
う
い
う
も
の
か
わ
か
ら
な
い

笹
井　
宏
之
『
て
ん
と
ろ
り
』
二
〇
一
一
年

一
夜
漬
け
さ
れ
た
あ
な
た
の
世
界
史
の
な
か
の
み
じ
か
い
み
じ
か
い
私 

同

こ
と
ば
に
な
る
前
の
わ
る
ぐ
ち
、
パ
パ
イ
ヤ
の
黒
光
り
し
た
つ
ぶ
つ
ぶ
の
種

馬
場　
め
ぐ
み
「
見
つ
け
だ
し
た
い
」（
第
五
四
回
短
歌
研
究
新
人
賞
）

「
短
歌
研
究
」
二
〇
一
一
年
九
月

な
つ
い
た
猫
に
や
る
も
の
が
な
い　
垂
直
の
日
射
し
が
ま
ぶ
た
に
当
た
っ
て
熱
い

永
井　
祐
『
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
』
二
〇
一
二
年

目
覚
め
る
と
満
月
の
す
ご
い
夜
だ
っ
た
頬
に
よ
だ
れ
が
べ
っ
た
り
あ
っ
て 

同

月
を
見
つ
け
て
月
い
い
よ
ね
と
君
が
言
う　
　
ぼ
く
は
こ
っ
ち
だ
か
ら
じ
ゃ
あ
ま
た
ね 

同

青
空
に
浮
か
ぶ
無
数
の
ビ
ー
玉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
地
軸
あ
る
べ
し

山
田　
航
『
さ
よ
な
ら
バ
グ
・
チ
ル
ド
レ
ン
』
二
〇
一
二
年

た
ぶ
ん
親
の
収
入
超
せ
な
い
僕
た
ち
が
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
補
充
し
て
ゆ
く 

同
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ピ
ア
ス
と
は
浮
力
を
殺
す
た
め
垂
ら
す
錘お
も
りだ

れ
も
が
水
槽
の
中山

田　
航
『
水
に
沈
む
羊
』
二
〇
一
六
年

こ
れ
は
君
を
帰
す
た
め
の
灯　
靴
紐
を
か
が
ん
で
結
ぶ
背
中
を
照
ら
す

大
森　
静
佳
『
て
の
ひ
ら
を
燃
や
す
』
二
〇
一
三
年

褪
せ
る
、
に
は
対
語
は
あ
ら
ず
標
識
の
〈
百
万
遍
〉
の
字
の
青
が
見
ゆ 

同

喉
の
深
さ
を
冬
の
ふ
か
さ
と
思
い
つ
つ
う
が
い
し
て
吐
く
水
か
が
や
け
り 

同

秋
茄
子
を
両
手
に
乗
せ
て
光
ら
せ
て
ど
う
し
て
死
ぬ
ん
だ
ろ
う
僕
た
ち
は

堂
園　
昌
彦
『
や
が
て
秋
茄
子
へ
と
到
る
』
二
〇
一
三
年

さ
よ
う
な
ら
い
つ
か
お
し
っ
こ
し
た
花
壇
さ
よ
う
な
ら
息
継
ぎ
を
し
な
い
ク
ロ
ー
ル

山
崎　
聡
子
『
手
の
ひ
ら
の
花
火
』
二
〇
一
三
年

蟻
に
水
や
さ
し
く
か
け
て
い
る
秋
の
真
顔
が
わ
た
し
に
似
て
い
る
子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎　
聡
子
『
青
い
舌
』
二
〇
二
一
年

は
つ
な
つ
の
光
よ
蝶
の
飲
む
水
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
苦
し
ん
で
い
る

服
部　
真
里
子
『
行
け
広
野
へ
と
』
二
〇
一
四
年

び
い
だ
ま
を
少
女
の
へ
そ
に
押
当
て
て
指
に
伝
は
る
ち
ひ
さ
き
鼓
動

吉
田　
隼
人
『
忘
却
の
た
め
の
試
論
』
二
〇
一
五
年
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笹
井
宏
之
（
一
九
八
二
〜
二
〇
〇
九
）
は
二
〇
〇
九
年
に
永
眠
し
た
が
、
二
年
後
の
二
〇
一
一
年
に
は
第
二

歌
集
『
て
ん
と
ろ
り
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
一
首
目
は
「
ど
ん
ぞ
こ
」
と
い
う
連
作
の
最
後
に
あ
り
、〈
し
た
い

の
に
〉
の
四
回
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
う
っ
す
ら
と
狂
気
も
感
じ
さ
せ
て
、
印
象
的
で
あ
る
。
そ
し
て
下
の
句
は
、

作
者
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
時
点
で
病
気
に
よ
っ
て
実
際
に
散
歩
が
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
を

越
え
て
、〈
散
歩
が
ど
う
い
う
も
の
か
わ
か
ら
な
い
〉
と
い
う
機ウ
イ
ッ
ト知
を
持
っ
た
問
い
か
け
が
、
散
歩
の
、
ど
こ

へ
、
ど
の
よ
う
に
、
何
時
間
歩
け
ば
散
歩
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
定
義
が
な
い
と
い
う
本
質
を
よ
く
際
立
た
せ

て
い
る
。

　
二
首
目
も
〈
あ
な
た
〉
に
と
っ
て
の
〈
私
〉
と
い
う
希
薄
な
存
在
を
、
試
験
勉
強
で
〈
一
夜
漬
け
さ
れ
た
〉

〈
あ
な
た
の
世
界
史
の
な
か
〉
と
い
う
機ウ
イ
ッ
ト知
を
も
っ
た
設
定
で
う
た
っ
て
い
る
。

　
穂
村
弘
は
、
近
代
短
歌
な
ど
に
あ
っ
た
「〈
わ
れ
〉
を
中
心
と
し
た
同
心
円
」
の
よ
う
な
エ
ゴ
の
存
在
に
対

し
、
笹
井
の
歌
の
世
界
は
私
の
特
権
性
の
希
薄
、
虫
や
無
生
物
を
含
め
た
他
者
へ
の
愛
と
い
う
「
魂
の
等
価

性
」
の
世
界
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
「
自
我
の
突
出
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
世

界
を
滅
ぼ
す
と
い
う
感
覚
」
と
し
て
い
る
（「
再
結
成
の
バ
ン
ド
の
ド
ラ
マ
ー
た
ち
」「
穂
村
弘
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
」「
短
歌
」
二
〇
一
九
年
四
月
、
七
七
頁
、「
魂
の
等
価
性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
」「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　
〈
近
代
短

歌
〉
は
終
わ
ら
な
い
」「
現
代
短
歌
」
二
〇
二
〇
年
七
月
、
六
九
頁
）。
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馬
場
め
ぐ
み
（
一
九
八
七
〜　
）
作
は
、〈
パ
パ
イ
ヤ
〉
を
割
る
と
ダ
イ
ダ
イ
色
の
果
肉
の
中
央
に
〈
黒
光

り
し
た
つ
ぶ
つ
ぶ
の
種
〉
が
あ
る
。〈
種
〉
は
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
取
り
除
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
邪
悪
な
感

じ
が
し
て
、〈
こ
と
ば
に
な
る
前
の
わ
る
ぐ
ち
〉
の
喩ゆ

と
な
っ
て
い
る
。「
わ
る
く
ち
」
で
な
く
〈
わ
る
ぐ
ち
〉

と
濁
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
種
っ
ぽ
い
感
触
が
あ
る
。

　
歌
集
名
も
印
象
的
な
永
井
祐ゆ
う
（
一
九
八
一
〜　
）
作
の
一
首
目
は
、〈
な
つ
い
た
猫
に
や
る
も
の
が
な
い
〉

と
〈
垂
直
の
日
射
し
が
ま
ぶ
た
に
当
た
っ
て
熱
い
〉
が
、
切
り
離
さ
れ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
や
や
キ
ツ
イ

印
象
も
与
え
る
。
し
か
し
両
者
が
、
た
と
え
ば
「
な
つ
い
た
猫
に
や
る
も
の
が
な
い　
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
が　
垂
直
の
日
射
し
が
ま
ぶ
た
に
当
た
っ
て
熱
い
」
の
よ
う
に
「
ゆ
る
く
」
接
続
し
て
い
る
と
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
や
や
さ
み
し
く
、
や
や
け
だ
る
い
昼
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
二
首
目
の
上
の
句
と
下
の
句
は
、
一
首
目
と
比
較
す
る
と
や
や
順
接
の
関
係
は
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
上

句
と
下
句
の
間
へ
「
だ
か
ら
」
よ
り
も
「
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
」
の
方
が
挿
入
で
き
る
よ
う
に
、

ゆ
る
く
接
続
し
て
い
て
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
満
月
の
す
ご
い
夜
〉
の
無
気
味
な
雰
囲
気
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
三
首
目
の
、
二
字
空
け）3
（

に
よ
っ
て
離
さ
れ
た
上
の
句
と
下
の
句
も
、
や
や
逆
接
の
関
係
は
あ
る
が
、

や
は
り
ゆ
る
く
接
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
の
関
係
性
の
空
気
感
の
よ
う
な
も
の
を
表

現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
永
井
の
歌
の
句
と
句
の
関
係
は
、
前
が
後
の
「
順
当
な
原
因
・
理
由
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
順

接
と
は
い
え
ず
、
ま
た
逆
接
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
ま
た
前
と
後
で
切
れ
て
い
る
と
も
言
い
が
た
く
、
ど
ち

ら
か
が
ど
ち
ら
か
の
喩
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
前
と
後
で
接
続
は
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ

う
な
接
続
を
、
順
接
で
も
逆
説
で
も
な
い
ゆ
る
い
接
続
と
い
う
意
味
で
「
ゆ
る
ふ
わ
接
続
」
と
名
付
け
て
み
た

い
）
4
（

。
　
「
ゆ
る
ふ
わ
接
続
」
と
は
句
と
句
を
ゆ
る
く
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
首
全
体
と
し
て
あ
る
空
気
感
、

雰
囲
気
を
表
現
す
る
も
の
、
と
定
義
さ
れ
る
。「
ゆ
る
ふ
わ
」
と
い
う
語
は
辞
書
に
も
載
っ
て
い
る）5
（

が
、
本
書

で
は
「
ゆ
る
」
は
「
ゆ
る
く
接
続
」、「
ふ
わ
」
は
「
ふ
わ
っ
と
空
気
感
を
表
現
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
ゆ
る
ふ
わ
接
続
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
、
順
接
、
逆
接
な
ど
の
明
確
な
関
係
で
繫
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
現
代
の
社
会
を
反
映
し
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
穂
村
弘
は
「
現
実
」
と
三
首
目
の
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「『
現
実
の
リ
ア
ル
』
が
、
そ
の
ま
ま
短
歌
の
な

か
に
出
現
し
た
驚
き
」
が
あ
り
、「『
歌
の
リ
ア
ル
』
の
底
が
抜
け
た
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
」
と
し
て
い
る）6
（

（「『
歌
の
リ
ア
ル
』
の
底
が
抜
け
た
」
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
四
日
）。

　
ま
た
『
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
』
と
い
う
歌
集
名
に
つ
い
て
、「
こ
ん
な
タ
イ
ト
ル
は
な
い
み
た
い

な
と
こ
ろ
に
、
い
や
、
で
も
、
あ
る
で
し
ょ
う
と
い
う
球
の
投
げ
方
を
し
て
い
る
」
と
し
、〔
ア
ラ
ラ
ギ
で
も
、

前
衛
で
も
な
い
〕「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
更
新）7
（

」
を
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
（「
座
談
会
」「
新
し
い
歌
と
は
何
か
」
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「
短
歌
」
二
〇
一
三
年
一
月
、
八
九
頁
）。
な
お
こ
の
「
リ
ア
ル
」
へ
の
志
向
は
、
現リ
ア
ル実

な
生
活
世
界
が
希
薄
化

し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
、
短
歌
に
限
ら
ず
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
み
ら
れ
る）8
（

。

　
山
田
航わ
た
る（

一
九
八
三
〜　
）
作
の
一
首
目
は
、
詩
的
飛
躍
が
あ
る
〈
青
空
に
浮
か
ぶ
無
数
の
ビ
ー
玉
〉
が
、

下
の
句
で
〈
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
地
軸
あ
る
べ
し
〉
と
詠
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
重
み
と
存
在
感
を
増
し
て
一
首

の
中
に
位
置
づ
い
て
い
る
。

　
二
首
目
は
連
作
「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
の
中
に
あ
る
。
上
の
句
と
下
の
句
の
関
係
が
微
妙
に
よ
く
、

ま
た
下
の
句
〈
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
補
充
し
て
ゆ
く
〉
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
新
し
く
買
っ
て
補
充
す
る
の
で
は

な
く
、
捨
て
な
い
で
お
い
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
容
器
に
お
茶
な
ど
を
補
充
し
て
ゆ
く
、
と
読
ん
だ
。
そ
の
方
が

わ
び
し
い
感
じ
が
増
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
歌
集
『
水
に
沈
む
羊
）
9
（

』
の
歌
で
あ
る
三
首
目
は
、
学
校
を
水
槽
に
喩
え
、
そ
の
中
で
の
い
じ
め
を
う
た

っ
た
連
作
「
水
槽
」
の
中
の
歌
。
現
代
で
は
若
い
男
性
も
ピ
ア
ス
を
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
な
く
、〈
浮
力
を
殺
す
／
た
め
垂
ら
す
／
錘お
も
りだ
れ
も
が
〉
と
句
ま
た
が
り
に
し
て
屈
折
さ
せ
て
う
た
っ
て
い

る
。
ま
た
〈
だ
れ
も
が
〉
に
は
い
じ
め
ら
れ
る
側
も
い
じ
め
る
側
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
大
森
静
佳
（
一
九
八
九
〜　
）
は
『
て
の
ひ
ら
を
燃
や
す
』
で
第
二
〇
回
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
新
人
賞
、
第
三

九
回
現
代
歌
人
集
会
賞
、
第
五
八
回
現
代
歌
人
協
会
賞
を
ト
リ
プ
ル
受
賞
し
た
。

　
一
首
目
は
、
お
そ
ら
く
〈
私
〉（
作
中
主
体
）
が
〈
君
を
帰
す
た
め
の
灯
〉
を
点
け
た
あ
と
に
、〈
君
〉
の
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〈
背
中
を
照
ら
す
〉〈
灯
〉
を
見
詰
め
て
い
る
。〈
こ
れ
は
君
を
帰
す
た
め
の
灯
〉
か
ら
は
寂
し
さ
が
伝
わ
っ
て

く
る
。

　
二
首
目
の
〈
百ひ
ゃ
く
ま
ん
べ
ん

万
遍
〉
は
、
大
森
が
学
ん
だ
京
都
大
学
の
近
く
の
地
名
。〈
標
識
の
〈
百
万
遍
〉
の
字
の
青
〉

は
や
や
褪
せ
て
き
て
お
り
、
そ
の
対
語
な
く
〈
褪
せ
る
〉
標
識
に
、
褪
せ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

暮
ら
し
た
街
の
百
万
と
も
い
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
を
思
っ
た
、
と
読
ん
で
み
た
。

　
三
首
目
は
、
水
の
動
き
と
と
も
に
〈
私
〉
の
意
識
が
〈
喉
の
深
さ
〉
か
ら
〈
冬
の
ふ
か
さ
〉、
そ
し
て
〈
う

が
い
し
て
吐
く
水
〉
へ
と
移
り
、
結
句
で
そ
の
か
が
や
き
を
見
詰
め
て
い
る
と
い
う
転
換
が
鋭
い
。

　
二
首
目
の
「
な
く
て
」
な
ど
で
は
な
い
〈
あ
ら
ず
〉、「
見
え
る
」
な
ど
で
は
な
い
〈
見
ゆ
〉、
三
首
目
の

「
か
が
や
い
た
」
な
ど
で
は
な
い
〈
か
が
や
け
り
〉
な
ど
の
文
語
が
、
視
線
を
、
そ
し
て
歌
を
引
き
締
め
て
い

る
。
歌
集
の
栞し
お
りで
中
津
昌
子
は
、
大
森
を
「（
前
略
）
常
に
、
今
、
こ
こ
を
確
か
め
る
よ
う
に
、
眼
前
の
も
の

に
目
を
注
ぎ
、
胸
に
沈
め
る
」
と
評
し
、
三
首
目
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
つ
よ
さ
が
、
有
機
的
な
奥
ゆ
き
を
も

つ
う
が
い
の
場
面
の
『
水
』
を
異
様
に
輝
か
せ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

　
堂
園
昌
彦
（
一
九
八
三
〜　
）
作
の
〈
秋
茄
子
〉
は
美
味
し
い
の
で
「
嫁
に
食
わ
す
な
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、

夏
の
盛
り
を
越
え
て
で
き
る
の
で
、
さ
み
し
く
も
あ
る
。
そ
の
さ
み
し
さ
は
光
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
い
っ
そ
う

増
し
、〈
ど
う
し
て
死
ぬ
ん
だ
ろ
う
僕
た
ち
は
〉
と
い
う
問
い
へ
作
者
を
、
そ
し
て
読
者
を
導
い
て
ゆ
く）10
（

。

　
山
崎
聡
子
（
一
九
八
二
〜　
）
作
の
一
首
目
は
連
作
「
死
と
放ほ
う
ら
つ埓

な
き
み
の
目
と
」
の
中
に
あ
り
、〈
さ
よ
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う
な
ら
〉
を
リ
フ
レ
イ
ン
さ
せ
な
が
ら
、〈
花
壇
〉
で
お
し
っ
こ
を
す
る
こ
と
や
〈
息
継
ぎ
を
し
な
い
ク
ロ
ー

ル
〉
が
で
き
た
自
分
に
〈
さ
よ
な
ら
〉
を
告
げ
て
い
る
歌
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
首
目
は
そ
の
後
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
う
た
っ
て
い
る
。
子
の
〈
蟻
に
水
や
さ
し
く
か
け
て
い
る
〉
と
い
う

残
酷
な
行
為
が
、〈
秋
の
真
顔
（
ま
じ
め
な
、
真
剣
な
顔
）〉
で
的
確
に
〈
わ
た
し
〉
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
子
ど
も
は
作
者
と
同
性
の
女
の
子
の
よ
う
で
あ
る
。
秋
と
い
う
澄
ん
だ
季
節
も
、
四

季
の
中
で
一
番
こ
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。
平
岡
直
子
が
「
山
崎
の
歌
集
に
は
子
ど
も
と
い
う
存
在
の
ど
こ
か
底

知
れ
ぬ
不
気
味
さ
」
が
書
か
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
（「
二
〇
二
一
年
の
当
時
者
性
」「
短
歌
研
究
年
鑑　

二
〇
二
二
年
版
」
短
歌
研
究
社
）。

　
服
部
真
里
子
（
一
九
八
七
〜　
）
作
は
〈
蝶
の
飲
む
水
〉
と
い
う
ミ
ク
ロ
へ
の
焦
点
化
が
効
果
的
で
、
そ
れ

に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、〈
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
〉
の
は
〈
は
つ
な
つ
の
光
〉
で
あ
り
、
作
者
で
あ

り
、
世
界
全
体
で
も
あ
る
、
と
感
じ
さ
せ
る
。
栗
木
京
子
が
歌
集
の
栞
で
服
部
の
歌
の
特
徴
と
し
て
「
大
雑
把

に
な
ら
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
閉
的
に
も
な
ら
な
い
」
と
評
し
て
い
る
。

　
吉
田
隼
人
（
一
九
八
九
〜　
）
作
は
、
連
作
「
び
い
だ
ま
の
な
か
の
世
界
」
に
あ
る
。
そ
の
連
作
名
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、〈
び
い
だ
ま
〉〈
へ
そ
〉〈
ち
ひ
さ
き
鼓
動
〉
な
ど
の
細
部
に
焦
点
を
当
て
た
不
思
議
な
世
界
が

う
た
わ
れ
て
い
る
。
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二
　
二
〇
一
六
〜
二
〇
二
一
年
の
歌

戦
場
を
覆
う
大
き
な
手
は
な
く
て
君
は
小
さ
な
手
で
目
を
覆
う

木
下　
龍
也
『
き
み
を
嫌
い
な
奴
は
ク
ズ
だ
よ
』
二
〇
一
六
年

職
歴
に
空
白
は
あ
り
空
白
を
縮
め
て
書
け
ば
い
な
く
な
る
ひ
と

虫
武　
一
俊
『
羽
虫
群
』
二
〇
一
六
年

頭
を
下
げ
て
頭
を
下
げ
て
牛
丼
を
食
べ
て
頭
を
下
げ
て
暮
れ
ゆ
く萩

原　
慎
一
郎
『
滑
走
路
』
二
〇
一
七
年

果
て
ま
で
の
時
間
は
長
く
水
色
の
カ
ー
テ
ン
の
襞
数
へ
ゐ
た
り
き

小
佐
野　
彈
『
メ
タ
リ
ッ
ク
』
二
〇
一
八
年

春
の
あ
め
底
に
と
ど
か
ず
田
に
降
る
を
田
螺
は
ち
さ
く
闇
を
巻
き
を
り

藪
内　
亮
輔
『
海
蛇
と
珊
瑚
』
二
〇
一
八
年

「
そ
れ
よ
り
」
で
私
は
止
め
る
五
歳
か
ら
も
み
あ
げ
に
あ
る
白
髪
の
話

川
島　
結
佳
子
『
感
傷
ス
ト
ー
ブ
』
二
〇
一
九
年

冷
た
い
水
い
く
ら
飲
ん
で
も
お
ま
え
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
ね
え
よ　
ヒ
ヤ
シ
ン
ス　
咲
く
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佐
佐
木　
定
綱
『
月
を
食
う
』
二
〇
一
九
年

負
け
た
ほ
う
が
死
ぬ
じ
ゃ
ん
け
ん
で
も
あ
る
ま
い
し
、
開
い
た
て
の
ひ
ら
の
上
の
蝶

平
岡　
直
子
『
み
じ
か
い
髪
も
長
い
髪
も
炎
』
二
〇
二
一
年

　
木
下
龍た
つ
也や

（
一
九
八
八
〜　
）
作
は
、
架
空
の
戦
争
を
う
た
っ
た
連
作
「
無
色
の
虹
」
の
中
に
あ
る
。
上
の

句
の
〈
戦
場
を
覆
う
大
き
な
手
〉
と
は
、
単
に
戦
場
を
見
え
な
く
す
る
よ
う
な
手
で
は
な
く
て
、
戦
場
を
こ
の

世
か
ら
な
く
し
て
い
け
る
よ
う
な
手
、
と
読
み
た
い
。
ま
た
下
の
句
の
〈
小
さ
な
手
で
目
を
覆
う
〉
は
、
無
力

感
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
〈
君
〉
の
感
受
性
と
哀
し
み
も
読
み
た
い
。「
戦
争
」
で
は
な
く
〈
戦
場
〉
と
詠

み
込
ん
だ
こ
と
で
臨
場
感
が
増
し
て
い
る
。

　
虫む
し

武た
け

一
俊
（
一
九
八
一
〜　
）
作
は
縮
め
て
書
か
ざ
る
を
え
な
い
職
歴
の
〈
空
白
〉
と
、
そ
こ
で
出
会
っ
た

人
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。〈
い
な
く
な
る
ひ
と
〉
と
い
う
ひ
ら
が
な
が
、
そ
れ
ら
の
〈
ひ
と
〉
の
親
し
さ
と

存
在
の
薄
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
歌
集
の
解
説
で
石
川
美
南
が
「
就
職
氷
河
期
と
い
う
時
代
状
況
が
ど
こ
ま

で
作
用
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
職
を
持
た
ず
に
二
十
代
を
過
ご
す
と
い
う
経
験
が
、
作
風
に
与
え
た
影
響

は
大
き
い
の
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
。

　
萩は

ぎ
原は

ら
慎
一
郎
（
一
九
八
四
〜
二
〇
一
七
）
作
の
〈
頭
を
下
げ
て
〉
の
三
回
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
真
ん
中
の

〈
頭
を
下
げ
て
〉
は
お
昼
に
牛
丼
を
食
べ
る
時
の
行
為
、
そ
の
前
後
の
〈
頭
を
下
げ
て
〉
は
、
午
前
と
午
後
の
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〈
暮
れ
ゆ
く
〉
ま
で
の
、
仕
事
上
の
や
む
を
え
な
い
行
為
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
小
佐
野
彈
（
一
九
八
三
〜　
）
作
は
、
こ
の
歌
の
前
の
〈
開
か
れ
る
と
き
男
体
は
爛
漫
の
春
に
逆
ら
ふ
器う
つ
わで

あ
つ
た
〉
と
い
う
歌
な
ど
と
共
に
読
む
と
、
男
性
同
性
愛
の
性
愛
の
歌
だ
と
わ
か
る
。〈
果
て
ま
で
の
時
間
〉

ま
で
、
ベ
ッ
ド
か
ら
眺
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
〈
カ
ー
テ
ン
の
襞ひ
だ

〉
を
数
え
て
い
る
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
細
や
か
で
あ
る
。

　
藪
内
亮
輔
（
一
九
八
九
〜　
）
作
は
、
や
わ
ら
か
い
春
の
雨
が
と
ど
か
な
い
田
の
底
の
世
界
を
、〈
田た

螺に
し
は

ち
さ
く
闇
を
巻
き
を
り
〉
と
、
く
ぐ
も
る
よ
う
に
効
果
的
に
描
写
し
て
い
る
。
上
下
を
つ
な
ぐ
〈
を
〉
は
「
降

る
け
れ
ど
も
」
の
よ
う
に
逆
接
と
し
て
読
み
た
い
。

　
川
島
結ゆ

佳か

子こ

（
一
九
八
六
〜　
）
作
は
、
相
手
の
〈
五
歳
か
ら
も
み
あ
げ
に
あ
る
白
髪
の
話
〉
を
、
言
葉
を

は
さ
ん
で
〈「
そ
れ
よ
り
」
で
私
は
止
め
る
〉
と
い
う
倒
置
の
歌
。
穂
村
等
と
比
較
す
る
と
相
手
の
話
に
入
っ

て
い
っ
て
い
る
が
、
会
話
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
歌
集
名
『
感
傷
ス
ト
ー
ブ
』
は
ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム
の
よ
う
な

の
で
、「
感
傷
的
な
ス
ト
ー
ブ
」
で
は
な
く
、「
感
傷
す
る
ス
ト
ー
ブ
」
の
よ
う
な
主
体
で
、
低
温
で
、
火
な
ど

は
立
た
な
い
の
だ
ろ
う
。
渡
辺
松
男
が
栞
で
、
歌
集
名
は
川
島
さ
ん
自
身
の
ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム
か
も
し
れ
な
い
、

「
紙
や
す
り
の
よ
う
に
ざ
ら
ざ
ら
」
な
眼
前
の
こ
の
世
を
う
た
っ
て
い
る
、
と
解
説
し
て
い
る
。

　
佐
佐
木
定
綱
（
一
九
八
六
〜　
）
作
は
、
水
栽
培
が
で
き
る
〈
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
〉
と
比
較
し
つ
つ
自
分
の
人
生

を
嘆
い
て
い
る
。
初
句
の
単
な
る
「
水
」
で
は
な
く
〈
冷
た
い
水
〉
と
い
う
言
葉
の
チ
ョ
イ
ス
、
結
句
の
「
ヒ
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ヤ
シ
ン
ス
」
と
言
い
っ
放
し
に
な
ら
ず
に
、〈　
咲
く
〉
と
一
字
あ
け
で
一
呼
吸
お
き
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
を
愛め

で
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
才
を
感
じ
さ
せ
る
。
他
に
も
〈
男
性
の
吐
瀉
物
眺
め
る
昼
下
が
り
カ
ニ
チ
ャ
ー
ハ
ン
か
お

れ
も
食
い
た
い
〉
な
ど
の
、
現
在
の
正
規
雇
用
さ
れ
え
な
い
若
者
の
立
場
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
う
た
っ

て
い
る
。

　
平
岡
直
子
（
一
九
八
四
〜　
）
作
は
な
か
な
か
解
釈
が
難
し
い
が
、〈
じ
ゃ
ん
け
ん
〉
の
あ
と
の
場
面
と
読

ん
で
み
た
。
そ
し
て
、
自
分
は
〈
開
い
た
て
の
ひ
ら
〉
を
、
す
な
わ
ち
パ
ー
を
出
し
、
そ
の
上
に
〈
蝶
〉
が
と

ま
っ
た
、
そ
し
て
相
手
は
チ
ョ
キ
を
出
し
て
自
分
は
負
け
た
が
、
別
に
〈
負
け
た
ほ
う
が
死
ぬ
じ
ゃ
ん
け
ん
で

も
あ
る
ま
い
し
〉、
で
も
も
し
グ
ー
に
し
た
ら
じ
ゃ
ん
け
ん
に
は
勝
つ
が
こ
の
蝶
は
死
ぬ
、
と
い
う
歌
意
と
読

ん
で
み
た
。
こ
れ
も
基
本
的
に
機ウ
イ
ッ
ト知
の
歌
と
い
え
よ
う
。

　
吉
川
宏
志
は
基
本
的
に
こ
の
世
代
の
作
品
に
つ
い
て
、「
よ
く
言
え
ば
気
負
い
が
な
い
」
が
「
低
空
飛
行
的

な
感
じ
」
と
評
し
て
い
る
（「〈
自
分
〉
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
幸
せ
」「
短
歌
往
来
」
二
〇
一
三
年
一

月
、
六
二
頁
）。
こ
れ
は
穂
村
弘
が
、
永
井
等
を
低
温
で
起
き
る
や
け
ど
と
い
う
意
味
で
「
低
温
や
け
ど
」
と

評
し
た
こ
と
と
繫
が
っ
て
い
る
（「
座
談
会
」「
短
歌
」
二
〇
一
四
年
二
月
、
九
〇
頁
）。
つ
ま
り
基
本
的
に
バ

ブ
ル
経
済
の
体
験
が
な
い
こ
の
世
代
は
、
上
世
代
か
ら
は
テ
ン
シ
ョ
ン
や
熱
が
低
く
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
な
か
で
山
田
（
航
）、
虫
武
、
萩
原
、
佐
佐
木
（
定
）
等
は
社
会
的
な
閉
塞
感
を
感
じ
つ
つ
う
た
っ
て
い
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る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
節
　
二
〇
一
〇
〜
二
〇
二
一
年
の
歌
人
の
歌

　
次
に
同
時
代
の
一
、
下
世
代
、
二
、
上
世
代
の
歌
人
の
歌
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
下
世
代
の
歌
人
│
一
九
九
〇
年
代
生
れ
の
歌
人

く
ち
づ
け
で
子
は
生
ま
れ
ね
ば
実
を
こ
ぼ
す
や
う
に
切
な
き
音
立
つ
る
な
り

安
田　
百
合
絵
「
本
郷
短
歌
」
創
刊
号
、
二
〇
一
二
年

凍
結
は
水
の
端
よ
り　
生
別
は
会
は
む
こ
こ
ろ
を
う
し
な
ひ
て
よ
り

小
原　
奈
実
「
本
郷
短
歌
」
二
、
二
〇
一
三
年

溶
か
し
つ
づ
け
る
水
、
溶
け
つ
づ
け
る
氷
、
音
が
鳴
ら
せ
る
な
ら
氷
水

佐
伯　
紺｢

あ
し
た
の
こ
と
」（
第
二
五
回
歌
壇
賞
）

「
歌
壇
」
二
〇
一
四
年
二
月

宇
宙
時
間
息
づ
い
て
い
る
公
式
を
黒
板
消
し
が
粒
子
へ
返
す
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鈴
木　
加
成
太
「
革
靴
と
ス
ニ
ー
カ
ー
」（
第
六
一
回
角
川
短
歌
賞
）

「
短
歌
」
二
〇
一
五
年
一
一
月

煮
え
た
ぎ
る
鍋
を
見
す
え
て　
だ
い
じ
ょ
う
ぶ　
こ
れ
は
永
遠
で
な
い
ほ
う
の
火

井
上　
法
子
『
永
遠
で
な
い
ほ
う
の
火
』
二
〇
一
六
年

き
み
の
こ
と
も
っ
と
し
に
た
い　
青
空
の
青
そ
の
も
の
が
神
さ
ま
の
誤
字

西
村　
曜
『
コ
ン
ビ
ニ
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
も
』
二
〇
一
八
年

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
、
え
す
か
と
略
し
ど
こ
ま
で
も　
え
す
か
、
あ
な
た
の
夜
を
お
も
う
よ

初
谷　
む
い
『
花
は
泡
、
そ
こ
に
い
た
っ
て
会
い
た
い
よ
』
二
〇
一
八
年

万
華
鏡
銃
の
ご
と
き
を
構
へ
世
は
打
ち
砕
か
れ
し
と
き
の
み
美は

し
、
と

川
野　
芽
生
『Lilith

』
二
〇
二
〇
年

あ
か
る
い
と
言
わ
れ
る
た
び
に
胸
に
あ
る
八
百
屋
に
並
ぶ
枇
杷
六
つ
入
り

工
藤　
玲
音
『
水
中
で
口
笛
』
二
〇
二
一
年

　
安
田
百
合
絵）11
（

（
一
九
九
〇
〜　
）
作
は
不
思
議
な
歌
。〈
く
ち
づ
け
で
子
は
生
ま
れ
ね
ば
〉
な
の
で
、
そ
れ

で
は
安
心
し
て
キ
ス
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
そ
れ
は
〈
切
な
き
音
〉
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は

子
が
生
ま
れ
な
い
か
ら
切
な
い
、
相
手
の
子
を
生
み
た
い
の
か
と
い
う
と
、〈
実
を
こ
ぼ
す
〉
は
ほ
の
か
に
子



168

を
生
む
こ
と
の
喩
と
は
な
り
つ
つ
、
そ
れ
も
微
妙
に
違
う
。
最
終
的
に
は
、
子
を
生
む
こ
と
に
行
き
着
く
行
為

で
は
な
い
か
ら
こ
そ
〈
く
ち
づ
け
〉
は
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
上
な
く
切
な
い
も
の
で
あ
る
、

と
読
ん
で
み
た
。
ま
た
安
田
は
文
語
を
駆
使
し
て
お
り
、〈
音
立
つ
る
な
り
〉
は
、〈
立
つ
る
〉
が
他
動
詞
「
立

つ
」
の
連
体
形
な
の
で
、「
な
り
」
は
推
定
で
は
な
く
断
定
を
し
て
い
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
し
て
俵
万
智
〈
砂
浜
を
歩
き
な
が
ら
の
口
づ
け
を
午
後
五
時
半
の
富
士
が
見
て
い
る
〉（『
サ
ラ
ダ
記
念

日
』）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
万
智
の
〈
午
後
五
時
半
の
富
士
〉
に
見
ら
れ
て
い
る
楽
し
げ
な
〈
口
づ
け
〉
に

対
し
、
百
合
絵
の
〈
く
ち
づ
け
〉
は
密
室
で
の
行
為
の
よ
う
に
閉
じ
、
そ
の
切
な
さ
を
見
詰
め
て
い
る
。

　
小
原
奈
実
（
一
九
九
一
〜　
）
も
文
語
旧
か
な
を
も
ち
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
ご
と
く
」
の
よ
う
な
直
喩
も

使
わ
ず
に
、
一
字
あ
け
前
後
の
〈
凍
結
は
水
の
端
よ
り
〉
と
〈
生
別
は
会
は
む
こ
こ
ろ
を
う
し
な
ひ
て
よ
り
〉

の
対
比
を
基
本
構
造
と
し
て
、
抒
情
的
な
修こ
と
ば辞
を
使
わ
ず
に
理
系
の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
、
自
然
と
人
の
心
の

現
象
を
歌
い
込
ん
で
い
る
。〈
凍
結
は
水
の
端
よ
り
〉
と
の
対
比
に
よ
り
、
心
の
中
心
へ
凍
結
が
ひ
た
ひ
た
と

迫
っ
て
い
く
よ
う
な
迫
真
力
が
生
ま
れ
る
。「
別
れ
」
な
ど
で
は
な
く
〈
生
別
〉
と
い
う
言
葉
の
選
択
も
鋭
利

で
あ
る
。

　
佐
伯
紺
（
一
九
九
二
〜　
）
作
は
〈
氷
水
〉
を
う
た
っ
た
歌
。〈
氷
〉
を
〈
溶
か
し
つ
づ
け
る
水
〉、〈
水
〉

に
よ
り
〈
溶
け
つ
づ
け
る
氷
〉、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
か
き
混
ぜ
て
〈
音
が
鳴
ら
せ
る
な
ら
氷
水
〉
と
い
う
現
象

を
、〈
溶
か
し
つ
づ
／
け
る
水
、
溶
け
／
つ
づ
け
る
氷
、
／
音
が
鳴
ら
せ
る
／
な
ら
氷
水
〉
と
い
う
微
妙
な
句
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ま
た
が
り
を
駆
使
し
て
う
た
っ
て
い
る
。

　
鈴
木
加か

成な

太た

（
一
九
九
三
〜　
）
作
は
〈
黒
板
〉
に
〈
宇
宙
〉
に
関
す
る
〈
公
式
〉
が
書
か
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
？　
〈
宇
宙
〉
の
縁
語
で
あ
る
〈
粒
子
〉
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
巧
み
な
歌
で
あ
る
。

ま
た
〈
宇
宙
時
間
〉
だ
け
が
〈
息
づ
い
て
い
る
〉
世
界
で
、
教
師
や
生
徒
な
ど
の
人
間
は
消
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
井
上
法
子
（
一
九
九
〇
〜　
）
作
は
何
度
も
読
ん
で
み
て
、
良
い
歌
だ
と
思
っ
た
。〈
煮
え
た
ぎ
る
鍋
を
見

す
え
て
〉
読
者
に
地
獄
の
業
火
の
よ
う
な
「
永
遠
の
ほ
う
の
火
」
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

上
下
一
字
あ
け
の
〈　
だ
い
じ
ょ
う
ぶ　
〉
が
、
む
し
ろ
水
蒸
気
の
よ
う
な
不
安
を
読
者
に
起
こ
さ
せ
る
。

　
西
村
曜あ
き
ら（
一
九
九
〇
〜　
）
作
の
初
句
二
句
は
、
読
者
に
一
瞬
「
き
み
の
こ
と
も
っ
と
し
り
た
い
」
の
誤
字

か
？
と
思
わ
せ
な
が
ら
、〈
き
み
の
こ
と
〉
で
〈
も
っ
と
し
に
た
い
〉（
＝
死
に
た
い
ほ
ど
好
き
で
あ
る
）、〈
き

み
の
こ
と
〉
を
〈
も
っ
と
し
に
た
い
〉（
＝
死
な
せ
た
い
ほ
ど
好
き
だ
）
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
想
像
さ

せ
て
ゆ
く
。
一
字
あ
け
の
初
句
二
句
と
三
句
以
降
の
間
は
、
直
喩
の
「
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
」
で
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
、〈
き
み
の
こ
と
も
っ
と
し
に
た
い
〉「
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
」〈
青
空
の
青
そ
の
も

の
が
神
さ
ま
の
誤
字
〉
で
あ
り
、
世
界
は
素
晴
ら
し
く
も
か
な
し
い
誤
字
の
よ
う
な
も
の
で
成
り
立
っ
て
い
る

の
だ
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
初は
つ

谷た
に

む
い
（
一
九
九
六
〜　
）
作
も
不
思
議
な
歌）12
（

、〈
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
〉
を
略
し
た
〈
え
す
か
〉
が
二
回
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目
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
恋
人
の
よ
う
に
擬
人
化
す
る
、
と
い
う
転
換
を
し
て
い
る
。
ま
た
腰
の
句
で
あ
る
三
句
目

の
〈
ど
こ
ま
で
も
〉
は
、〈
あ
な
た
の
夜
を
お
も
う
よ
〉
だ
け
で
は
な
く
、〈
え
す
か
と
略
し
〉
に
も
か
か
り
、

さ
ら
に
〈
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
〉
に
も
か
か
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
昇
っ
て
い
く
よ
う
な
夜
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

像
を
生
ん
で
ゆ
く
。

　
ま
た
こ
の
一
首
の
み
な
ら
〈
あ
な
た
〉
は
擬
人
化
し
た
〈
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
〉
で
あ
る
〈
え
す
か
〉、
と
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
歌
が
あ
る
連
作
「
お
は
よ
、
ジ
ュ
ン
ク
堂
で
キ
ス
、
キ
ス
だ
よ
」
の
中
で
は

〈
き
み
〉
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
、
連
作
の
中
の
歌
と
し
て
は
〈
あ
な
た
〉
は
〈
き
み
〉
で
、
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
に
乗
っ
て
い
る
そ
の
小
さ
な
後
ろ
姿
が
見
え
て
く
る）13
（

。

　
川
野
芽め
ぐ
み生
（
一
九
九
一
〜　
）
作
も
文
語
の
緻
密
な
歌
、
上
の
句
は
〈
万
華
鏡
〉
を
「
銃
の
ご
と
く
」〈
構

へ
〉
と
は
詠
ま
ず
に
、〈
万
華
鏡
〉
自
体
が
〈
銃
の
ご
と
き
〉
と
い
う
自
分
の
世
界
観
を
示
し
て
詠
ん
で
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
〈
、
と
〉
は
、
字
足
ら
ず
と
断
定
を
避
け
る
た
め
、
と
読
ん
だ
。
や
や
唐
突
に
な
る
と
こ
ろ
を
、

〈
ご
と0

き
〉〈
と0

き
〉
に
続
く
〈
と
〉
の
三
回
の
飛
び
石
リ
フ
レ
イ
ン
が
中
和
さ
せ
て
い
る
。

　
歌
集
名
の
「L

リ
リ
ス

ilith

」
と
は
「
ユ
ダ
ヤ
の
伝
承
に
お
い
て
男
児
を
害
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
女
性
の
悪
霊
」

だ
が
、
現
代
で
は
「
女
性
解
放
運
動
の
象
徴
の
一
つ
」
に
も
な
っ
て
い
る
（
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ

ィ
ア
（W

ikipedia

）』）。
歌
集
中
に
は
詞
書
な
ど
が
な
い
た
め
難
解
な
歌
も
多
い
が
、
栞
で
水
原
紫
苑
、
佐
藤

弓ゆ
み

生お

等
が
豊
富
な
西
洋
文
学
な
ど
の
知
識
を
も
と
に
行
き
届
い
た
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
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〈
あ
か
る
い
と
言
わ
れ
る
た
び
に
〉
違
和
感
が
湧
く
こ
と
は
多
く
の
人
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
工
藤
玲れ
い
ん音

（
一

九
九
四
〜　
）
作
は
そ
れ
を
、〈
八
百
屋
〉
の
、
お
そ
ら
く
屋
外
の
光
り
に
さ
ら
さ
れ
、
贈
呈
用
な
ど
で
は
な

く
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
透
明
な
う
す
い
箱
に
入
れ
ら
れ
た
、
や
や
く
す
ん
だ
色
で
あ
ろ
う
〈
枇
杷
〉
で
よ
く
あ

ら
わ
し
て
い
る
。〈
言
わ
れ
る
た
び
に
〉↓〈
胸
に
あ
る
〉
と
い
う
存
在
の
仕
方
も
、
現
実
感
覚
（sense of 

reality

）
を
持
た
せ
る
。
結
句
〈
枇
杷
六
つ
入
り
〉
と
い
う
や
や
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
う
た
い
方
も
、
こ
の
歌
の

内
容
に
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
九
年
生
ま
れ
の
大
森
、
藪
内
を
含
め
た
ほ
ぼ
一
九
九
〇
年
以
降
生
れ
に
は
、
大
森
、

藪
内
、
安
田
、
小
原
、
川
野
（
芽
）
等
の
よ
う
に
、
文
語
を
も
ち
い
て
世
界
を
凝
視
し
、
見
入
る
よ
う
に
彫
り

込
ん
で
う
た
お
う
と
す
る
学
生
短
歌
会
出
身
の
若
い
歌
人
が
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
若
い
の
に
よ
く
文
語
を

知
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
の
日
本
の
一
般
的
な
人
生
で
は
大
学
受
験
期
が
最
も
文
語

や
古
典
に
接
す
る
時
期
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
若
い
か
ら
よ
く
文
語
を
知
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る）14
（

。

　
大
森
静
佳
は
、
自
分
た
ち
の
世
代
は
「
社
会
に
こ
す
ら
れ
る
感
じ
や
生
活
の
中
か
ら
歌
っ
て
い
く
と
い
う
姿

勢
が
あ
ま
り
な
く
て
、
そ
れ
よ
り
も
こ
と
ば
と
こ
と
ば
を
ぶ
つ
け
る
お
も
し
ろ
さ
、
イ
メ
ー
ジ
の
飛
ば
せ
方
と

か
に
こ
だ
わ
る
」
と
自
己
分
析
し
て
い
る
（「
特
別
対
談
」「
短
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
」「
短
歌
」
二
〇
一
三

年
八
月
、
八
一
頁
）。
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そ
し
て
川
野
里
子
は
「
文
語
は
そ
れ
自
身
、
語
ら
れ
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
泰
然
と
短
歌
と
い
う
様
式
の
背
後

に
あ
る
、
漠
然
と
そ
う
信
じ
ら
れ
て
き
た
」
が
、「
文
語
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
必
要
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ

れ
の
作
者
の
渇
望
か
ら
生
み
だ
し
続
け
ら
れ
た
文
体
の
堆
積
し
た
地
層
」
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
今
日

的
な
必
要
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
『
新
し
い
文
語
』
が
あ
る
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
（「
三　
今
に
つ

い
て　
１
む
し
ろ
「
語
ら
れ
ぬ
文
語
」
の
問
題
と
し
て
」『
七
十
年
の
孤
独
│
戦
後
短
歌
か
ら
の
問
い
』
二

〇
一
五
）。

二
　
上
世
代
の
歌
人

　
（
一
）　
一
九
七
〇
年
代
生
れ
の
歌
人

遺
稿
歌
集
ひ
ら
く
鴨
川
ゆ
ふ
さ
れ
ば
風
の
か
た
ち
に
ゆ
が
む
蚊
柱

光
森　
裕
樹
『
鈴
を
産
む
ひ
ば
り
』
二
〇
一
〇
年

六
面
の
う
ち
三
面
を
吾
に
み
せ
バ
ス
は
過
ぎ
た
り
粉
雪
の
な
か 

同

四
季
は
や
が
て
私
を
残
し
行
く
だ
ろ
う　
雲
あ
ま
た
飛
ぶ
雨
後
の
青
空田

中　
拓
也
『
雲
鳥
』
二
〇
一
一
年

ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
持
た
せ
て
夫
送
り
出
す
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
は
涙
が
拭
け
る


