
海　 市

● 詩
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無
心
の
ひ
と
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
　
仁

四
季
の
色
と

象
潟
の
海
風
を
ひ
ろ
い

つ
か
い
な
れ
た
石
臼
へ

お
山
の
清
寂
の
水
を
沸
か
し

悠
久
の
器
へ
注
ぐ

か
き
混
ぜ
る

か
き
雑
ぜ
る

空く
う

を
か
き
ま
ぜ
る
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泡
立
っ
て
く
る　

い
の
ち
の
粒

見
開
い
て
く
る　

ひ
か
り
の
目

や
が
て

コ
ト
バ
は
結
晶
し

無
心
の
詩
が

彼か

の
岸
で

立
ち
さ
わ
ぐ

あ
ら
、
梅
の
花
が
…
…

　
　

＊
先
達
詩
人
、
今
川
洋
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

　
　
　
　
注
、「
あ
き
た
の
賦
」掲
載
分
に
致
命
的
な
誤
植
が
あ
り
、　
再
掲
す
る
。
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気
付
き

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

季
節
か
ら
解
か
れ
た

十
一
月
の
傾
い
た
陽
が

隣
家
の
庇
の
切
っ
先
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る

色
の
な
い
一
条
の
陽
射
し
が

淡
い
乳
白
色
の
壁
を
這
い
は
じ
め

し
ば
ら
く
す
る
と

羽
虫
の
群
れ
が

光
の
束
の
な
か
で

く
す
ぶ
っ
た
煙
に
な
っ
て
ゆ
れ
る
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い
つ
か
ら
こ
う
し
て
い
た
の
だ
っ
た
か

　

右
目
の
端
に
鏡
を
意
識
し
た
と
き

　

呆
け
た
よ
う
に

　

窓
の
外
を
見
て
い
る
人
が
ひ
と
り

　

そ
の
鏡
の
中
で
座
っ
て
い
た

　

祖
母
の
よ
う
で
も
あ
り

　

晩
年
の
母
の
よ
う
で
も
あ
り

　

そ
の
横
顔
は

　

わ
た
し
で
も
あ
っ
た

　

今
日
も

　

朝
の
あ
い
さ
つ
と
ひ
と
り
言

　

吐
く
コ
ト
バ
は
限
ら
れ
て
い
た

　

少
し
だ
け
の
語
彙

　

わ
ず
か
な
時
間

　

コ
ト
バ
の
数
は
こ
れ
で
十
分
だ
と

　

気
付
い
た
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羽
虫
の
群
れ
は

定
め
た
こ
と
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に

ゆ
ら
ゆ
ら
と

身
も
だ
え
る
よ
う
に
う
ご
め
い
て
は

少
し
ず
つ

そ
の
束
か
ら
は
み
出
し

か
た
ち
の
な
い
夕
景
に
紛
れ
こ
ん
で
い
く

こ
の
無
音
の
小
さ
な
世
界

こ
う
し
て
一
日
は
つ
く
ら
れ
て
い
た
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伝
説
の
あ
る
山
「
龍
馬
山
」
に
登
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
　
津
　
　
森

一
〇
月
、
龍
馬
山
に
登
る
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
と
新
聞
で
知
っ

た
。
山
の
名
を
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、
由
利
本
荘
市
中
心
部
か

ら
東
に
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
先
の
北
ノ
股
地
域
に
あ
っ
て
、
標
高

三
七
八
・
四
ｍ
の
山
だ
。

こ
の
と
こ
ろ
山
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
し
、
低
山
で
も
い
い

か
ら
山
歩
き
し
た
い
気
持
ち
で
早
速
参
加
を
申
し
込
ん
だ
。
主

催
は
由
利
本
荘
市
の
小
友
地
域
振
興
会
。
申
込
の
時
に
、
登
山

と
銘
打
っ
た
が
ハ
イ
キ
ン
グ
程
度
な
の
で
、
登
山
靴
で
も
い
い

け
れ
ど
皆
さ
ん
ゴ
ム
長
で
参
加
さ
れ
ま
す
よ
、
と
い
う
話
を
さ

れ
た
。

　
　

＊

月
も
押
し
迫
っ
た
日
曜
日
の
午
後
、
雨
雲
が
広
が
り
、
い
つ

降
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
天
気
。
日
本
海
東
北
自
動
車
道
本

荘
Ｉ
Ｃ
を
降
り
る
と
、
国
道
一
〇
七
号
（
本
荘
～
横
手
）
に
出

合
っ
た
ら
左
（
南
東
方
向
）
に
進
む
。
一
㎞
弱
で
信
号
を
左
折

し
、
県
道
四
九
号
に
入
る
と
間
も
な
く
左
手
に
集
合
場
所
の
小

友
公
民
館
が
見
つ
か
っ
た
。
駐
車
場
入
口
手
前
に
ま
だ
新
し
い

「
龍
馬
山
９
㎞
」
の
案
内
標
示
が
あ
っ
た
。
ほ
お
、
今
回
の
イ

ベ
ン
ト
と
い
い
、
地
域
外
の
人
に
も
案
内
し
て
い
る
様
子
。
地

元
で
は
親
し
ま
れ
て
い
る
山
の
よ
う
だ
。
玄
関
先
で
は
雨
具
に

ゴ
ム
長
の
高
齢
の
男
女
が
た
む
ろ
し
て
い
た
。
受
付
で
お
金
を

出
し
て
い
る
人
も
い
た
の
で
尋
ね
る
と
、
下
山
後
に
懇
親
会
を

や
る
の
だ
そ
う
だ
。
秋
田
市
内
か
ら
車
で
来
た
の
で
、
と
い
う

と
、
懇
親
会
は
地
元
の
人
が
中
心
な
の
で
、
無
理
し
て
出
る
こ

と
は
な
い
ス
よ
、
と
言
わ
れ
、
ご
も
っ
と
も
、
下
山
し
て
戻
っ

た
ら
す
ぐ
に
帰
り
ま
す
と
こ
た
え
た
。
名
前
の
チ
ェ
ッ
ク
が
済

み
、
今
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
と
龍
馬
山
の
ル
ー
ト
図
、
こ
の

山
に
関
す
る
伝
説
の
載
っ
た
印
刷
物
が
手
渡
さ
れ
た
。
資
料
は

透
明
な
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
に
入
っ
て
い
て
、
主
催
者
の
心
配
り

が
感
じ
ら
れ
た
。

開
会
式
で
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
振
興
会
が
由
利
本
荘
市
の
地

域
づ
く
り
推
進
事
業
の
補
助
金
を
得
て
行
っ
て
い
る
こ
と
、
毎

年
、
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
、
今
年
で
八
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回
目
で
あ
る
こ
と
、
山
と
同
じ
名
前
の
地
酒
が
あ
る
こ
と
等
会

長
さ
ん
か
ら
の
説
明
が
あ
っ
た
。
今
日
は
私
を
含
め
地
域
外
か

ら
来
た
参
加
者
と
、
振
興
会
会
員
（
町
内
会
長
さ
ん
た
ち
だ
ろ

う
か
。
ほ
か
の
代
表
の
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。）が
集
ま
り
、

全
部
で
三
〇
人
ほ
ど
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
登
る
龍
馬
山
の
名

前
は
、
水
の
神
で
あ
る
龍
と
、
か
つ
て
家
族
の
一
員
で
あ
っ
た

馬
に
由
来
す
る
の
だ
そ
う
だ
。

そ
ん
な
話
を
聞
い
た
後
、
外
か
ら
の
参
加
者
は
マ
イ
ク
ロ
バ

ス
に
乗
り
込
み
、
地
元
の
人
た
ち
は
マ
イ
カ
ー
で
山
へ
向
か
っ

た
。

　
　

＊

県
道
四
九
号
を
山
に
向
か
う
。
や
が
て
隣
席
の
人
が
「
あ

れ
が
龍
馬
山
で
す
」
と
指
差
し
て
教
え
て
く
れ
た
。
三
角
お
む

す
び
の
よ
う
な
形
の
山
が
、
背
後
の
山
並
み
の
前
に
姿
を
見
せ

て
い
る
。
山
の
名
の
読
み
は
「
り
ゅ
う
ば
さ
ん
」
と
い
う
の
だ

そ
う
だ
。
道
は
左
方
向
・
赤
田
の
方
へ
行
く
県
道
六
九
号
を
分

け
て
か
ら
、
右
へ
延
び
て
い
る
。
こ
の
分
岐
点
に
「
龍
馬
山　

こ
の
先
４
㎞
」
の
標
示
が
立
っ
て
い
た
。
一
一
月
に
入
る
と
こ

の
道
は
冬
期
間
閉
鎖
さ
れ
る
と
の
こ
と
。
今
日
が
今
シ
ー
ズ
ン

最
後
の
機
会
に
な
る
。
バ
ス
は
勾
配
の
あ
ま
り
な
い
路
を
行
く
。

両
側
は
ス
ギ
林
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
道
は
北
ノ
股
か
ら
丘
陵
地
を
越
え
、
上
川
大
内
岩
野

目
沢
に
至
る
道
で
、
そ
の
先
で
は
横
手
市
大
森
町
に
通
じ
て
い

る
。
昔
、
岩
野
目
沢
の
人
た
ち
は
本
荘
の
町
に
出
る
の
に
七
里

の
危
険
な
路
を
往
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
見

か
ね
た
北
ノ
股
地
域
の
小
松
権
之
丞
は
明
治
五
年
、
県
に
請
い

凹
凸
を
均
し
三
里
に
短
縮
す
る
道
（
権
之
丞
新
道
）
を
開
い
て

人
馬
の
往
来
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
工
事
は
権
之
丞
が
私
費
を

投
じ
一
二
年
く
ら
い
か
か
っ
た
と
い
う
。
県
道
四
九
号
は
昭
和

年
代
に
整
備
開
通
さ
れ
た
が
、
手
渡
さ
れ
た
地
図
で
は
そ
の
一

部
が
権
之
丞
新
道
の
ル
ー
ト
上
に
造
ら
れ
て
い
る
。

窓
外
に
は
広
葉
樹
が
混
じ
り
始
め
、
北
ノ
股
公
民
館
か
ら

一
〇
分
か
か
ら
ず
に
バ
ス
は
止
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
登
る
の
だ

ら
し
い
。
下
車
し
た
と
こ
ろ
に
登
山
口
を
示
す
白
い
標
示
板
が

立
っ
て
い
た
。

山
に
入
っ
て
み
る
と
広
め
の
路
が
奥
へ
伸
び
て
い
た
。
市

の
補
助
金
で
振
興
会
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
の
路
の
草
刈
り
や
倒
木

の
除
伐
を
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
落
葉
の
敷
き
詰
め
ら
れ

た
路
は
ふ
か
ふ
か
で
、
ス
ギ
の
枝
先
も
あ
ち
こ
ち
に
落
ち
て
い

る
。
先
日
の
台
風
で
折
れ
て
飛
ば
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
途
中
、
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白
い
指
導
標
が
立
っ
て
い
た
。
今
回
は
団
体
で
登
っ
て
い
る
が
、

一
人
初
め
て
の
路
で
こ
う
し
た
案
内
標
示
に
出
会
う
と
安
心
し

て
進
ん
で
ゆ
け
る
。
先
を
行
く
会
長
さ
ん
が
時
折
振
り
向
い
て

は
説
明
を
し
て
く
れ
る
。
今
日
は
あ
い
に
く
の
曇
天
で
見
え
ま

せ
ん
が
、
向
こ
う
に
海
が
見
え
ま
す
。
と
い
っ
て
も
最
近
は
ス

ギ
が
伸
び
て
視
界
が
な
か
な
か
き
き
ま
せ
ん
が
。
手
前
に
は
本

荘
市
街
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
に
日
本
海
が
見
え
る
ん
で
す
。
指

さ
す
方
に
目
を
凝
ら
す
と
確
か
に
海
の
色
を
し
て
水
平
線
を
つ

く
っ
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
。
勾
配
の
緩
い
路
は
徐
々
に
細
く

な
り
、
左
下
に
崖
を
つ
く
っ
て
い
る
。
時
折
、
赤
く
色
づ
い
た

モ
ミ
ジ
が
あ
っ
た
。

や
が
て
、
路
が
広
く
な
る
と
「
イ
」
の
字
型
の
分
岐
に
な
っ

て
い
て
指
導
標
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
右
に
折
れ
て
登
っ
て

い
く
。
す
ぐ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
階
段
が
あ
っ
た
。

そ
の
端
に
金
属
の
杭
が
数
段
ご
と
に
打
ち
付
け
ら
れ
、
ロ
ー
プ

が
張
ら
れ
て
い
る
の
で
支
え
に
な
る
。
登
り
ら
し
い
登
り
は
こ

こ
く
ら
い
な
も
の
で
、
間
も
な
く
山
頂
に
着
い
た
。
登
山
口
か

ら
ゆ
っ
く
り
し
た
ペ
ー
ス
で
四
〇
分
だ
っ
た
が
、
普
通
の
歩
き

な
ら
三
〇
分
か
け
な
い
で
来
れ
そ
う
だ
。
境
内
も
神
社
も
さ
ほ

ど
の
広
さ
で
は
な
か
っ
た
。
堂
内
の
正
面
の
壁
に
は
「
龍
馬
神

社
」
と
い
う
額
が
掛
か
っ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
何
か
掛
か
っ
て

い
る
の
で
、
長
靴
を
脱
い
で
上
が
っ
て
み
る
と
、
暗
い
色
彩
で

定
か
で
は
な
い
が
馬
の
絵
馬
が
掛
か
っ
て
い
た
。
龍
馬
の
馬
だ

な
。

　
　

＊

出
発
前
に
渡
さ
れ
た
資
料
の
中
に
龍
馬
山
の
由
来
が
二
話

載
っ
て
い
た
。
振
興
会
が
本
荘
市
教
育
委
員
会「
郷
土
の
研
究
」

か
ら
引
用
し
た
も
の
で
、
山
の
小
さ
な
沼
地
に
住
む
龍
馬
と
い

う
頭
は
龍
、
体
が
馬
の
生
き
も
の
が
住
ん
で
い
た
の
で
、
山
の

名
は
龍
馬
山
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

簡
略
に
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

      

龍
馬
が
そ
の
使
者
だ
と
い
う
馬
頭
観
音
が
神
社
に
祀
ら
れ

た
の
で
、
龍
馬
山
の
祭
り
に
は
、
よ
い
馬
が
授
か
る
よ
う
に

と
た
く
さ
ん
の
人
が
お
参
り
に
来
た
も
の
だ
っ
た
。
昔
、
一

頭
の
白
馬
が
龍
馬
山
を
一
気
に
駆
け
登
っ
た
は
い
い
が
、
か

な
り
急
な
坂
だ
っ
た
の
で
降
り
る
こ
と
が
で
き
ず
立
往
生
し

て
い
た
。
そ
こ
で
あ
る
力
自
慢
が
か
け
つ
け
て
力
を
込
め
て

白
馬
の
前
足
を
背
負
い
、
後
ろ
足
で
歩
か
せ
な
が
ら
、
回
り

道
を
し
て
ゆ
っ
く
り
と
お
ろ
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
白
馬
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を
村
人
は
「
神
馬
だ
、
龍
馬
の
化
身
だ
」
と
噂
し
た
の
だ
と

い
う
。［
龍
馬
山　

一
］

      
龍
馬
は
近
く
の
村
々
の
田
畑
を
荒
ら
し
て
い
た
の
で
、
み

な
困
り
果
て
、
赤
田
の
お
坊
さ
ん
「
閑
居
さ
ま
」
に
救
い
を

求
め
た
。
閑
居
さ
ま
は
龍
馬
に
、岩
山
の
頂
上
に
「
ほ
こ
ら
」

を
建
て
、
村
や
田
ん
ぼ
と
山
と
の
境
界
に
す
ぎ
を
植
え
る
か

わ
り
に
、
村
に
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。
村
人

は
閑
居
さ
ま
の
指
図
に
従
っ
て
す
ぎ
を
植
え
、
山
頂
に
ほ
こ

ら
を
建
て
て
龍
馬
を
ま
つ
っ
た
。
以
来
、
龍
馬
は
村
の
田
畑

を
荒
ら
す
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。［
龍
馬
山　

二
］

右
の
「
ほ
こ
ら
を
建
て
て
龍
馬
を
祀
っ
た
」［
二
］
話
の
後

に「
龍
馬
山
の
祭
り
に
た
く
さ
ん
の
人
が
お
参
り
に
来
た
」［
一
］

話
へ
と
つ
な
げ
れ
ば
筋
が
で
き
そ
う
だ
。
そ
う
読
む
の
が
適
当

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
覚
え
や
す
い
。

　
　
　

＊

神
社
の
境
内
の
縁
の
土
塁
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い

る
数
人
が
、
遠
く
を
眺
め
て
何
か
同
定
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

あ
れ
が
端
っ
こ
で
な
い
か
、
と
い
う
声
の
後
、
鳥
海
山
の
端
っ

こ
が
見
え
ま
す
よ
、
と
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
層
を
重
ね
た
雲
の

下
に
、
雲
で
も
空
で
も
な
い
青
っ
ぽ
い
傾
き
が
西
側
の
方
へ
下

り
て
い
る
。
そ
れ
が
鳥
海
山
の
端
っ
こ
の
よ
う
だ
っ
た
。

鳥
海
山
本
体
は
あ
い
に
く
雲
の
な
か
に
姿
を
隠
し
て
ほ
と

ん
ど
見
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
分
た
ち
が
路
を
手
入
れ
し

て
き
た
こ
の
山
か
ら
鳥
海
山
が
見
え
る
、
そ
の
鳥
海
山
を
見
て

も
ら
っ
て
土
産
に
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
、

案
内
し
て
く
れ
て
い
る
会
長
さ
ん
は
じ
め
会
員
の
人
た
ち
の
様

子
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。

会
長
さ
ん
が
皆
を
集
め
て
集
合
写
真
を
撮
る
こ
と
に
な
っ

た
。
三
脚
を
立
て
た
カ
メ
ラ
マ
ン
が
、
自
分
の
入
る
位
置
と
往

復
し
て
三
度
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
が
、
そ
の
際
中
に
午
後
に

な
っ
て
初
め
て
の
雨
が
落
ち
始
め
た
。
会
長
さ
ん
の
声
掛
け
と

と
も
に
下
山
開
始
。
先
ほ
ど
の
急
な
階
段
を
慎
重
に
降
り
る
。

イ
の
字
の
分
岐
を
戻
ら
ず
に
今
度
は
右
へ
ゆ
く
と
、
何
の
こ
と

は
な
い
登
山
口
の
あ
っ
た
県
道
四
九
号
を
上
に
進
ん
だ
と
こ
ろ

に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
っ
た
。

バ
ス
に
乗
る
と
、
次
は
小
友
峠
に
向
か
っ
た
。
今
日
の
イ

ベ
ン
ト
の
タ
イ
ト
ル
が
「
龍
馬
山
と
そ
の
周
辺　

探
索
登
山
」

だ
っ
た
が
、
周
辺
と
は
小
友
峠
の
こ
と
だ
っ
た
か
。
車
内
の
湿

気
で
曇
っ
て
き
た
窓
を
手
の
ひ
ら
で
拭
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
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に
、
右
側
の
林
が
開
け
て
く
る
と
ス
ギ
の
伐
採
地
が
広
が
っ
て

い
た
。
晴
れ
て
い
れ
ば
こ
こ
か
ら
鳥
海
山
が
よ
く
見
え
る
ん
で

す
が
今
日
は
残
念
で
す
、
と
会
長
さ
ん
。
い
や
い
や
降
ら
れ
る

前
に
集
合
写
真
が
撮
れ
た
し
、
よ
か
っ
た
ヨ
。
峠
ま
で
き
た
も

の
の
景
色
は
雨
と
霧
に
隠
さ
れ
、
下
車
す
る
こ
と
な
く
Ｕ
タ
ー

ン
し
て
帰
路
を
下
っ
た
。

公
民
館
に
戻
っ
て
無
事
解
散
。
振
興
会
の
人
た
ち
は
、
こ

れ
か
ら
ハ
バ
キ
ヌ
キ
の
宴
だ
な
。
き
っ
と
開
会
式
で
紹
介
さ
れ

て
い
た
地
酒
「
龍
馬
山
」
で
盛
り
上
が
る
の
だ
ろ
う
。
標
高

四
〇
〇
ｍ
に
も
達
し
な
い
低
山
だ
っ
た
が
、
伝
説
が
残
り
、
地

域
の
人
た
ち
が
大
事
に
し
て
い
る
い
い
山
だ
っ
た
。

追
記

　

・
龍
馬
山
と
打
ち
込
ん
で
ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
、
数
人
の
登

山
記
録
を
閲
覧
で
き
る
。
ま
た
、
同
名
の
山
が
秋
田
市
内

に
も
あ
る
の
が
分
か
っ
た
。
下
新
城
白
山
の
付
近
に
あ
り
、

そ
こ
も
標
高
三
六
〇
ｍ
ほ
ど
。
ま
れ
に
登
山
者
も
い
る
よ

う
で
、
記
録
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

    

・
山
形
県
最
上
郡
金
山
町
（
湯
沢
市
か
ら
国
道
一
三
号
で
南

下
し
、
山
形
県
に
入
る
と
す
ぐ
の
町
）
に
も
竜
馬
山
が
あ

る
。
上
半
身
が
白
竜
、
下
半
身
が
馬
の
怪
物
が
住
ん
で
、

人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
よ
う
だ
。
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
　
た
だ
し

　
　
　
　
　
　

　
　
・
地
に
足
の
付
い
た
カ
ラ
ス
の
行
動

　

家
の
畑
の
隅
に
二
坪
程
の
肥
塚
を
作
っ
て
い
る
。
堆
肥
を
作

る
場
所
の
こ
と
で
、
こ
の
辺
で
は
コ
ズ
ゲ
と
呼
ん
で
い
る
。
コ

ズ
ゲ
の
「
ズ
」
は
「
ジ
」
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
、
ど
ち
ら
が
本

当
な
の
か
定
か
で
は
な
い
。
堆
肥
の
こ
と
を
コ
エ
と
呼
び
、
塚

は
ヅ
カ
が
訛
っ
て
ズ
ゲ
に
な
り
、
コ
エ
ズ
ゲ
が
縮
ん
で
コ
ズ
ゲ

と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
。（
注
）

　

子
供
の
頃
は
よ
く
こ
こ
へ
ミ
ミ
ズ
を
採
り
に
来
て
、
缶
詰
の

空
き
缶
に
入
れ
て
魚
釣
り
に
行
っ
た
も
の
だ
。

　

こ
こ
に
時
々
野
菜
く
ず
や
残
飯
を
家
か
ら
持
っ
て
来
て
捨
て

て
い
る
。
時
間
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
大
体
午
前
中
に
な
る

こ
と
が
多
い
。
残
飯
を
捨
て
た
後
、
し
ば
ら
く
す
る
と
二
羽
の

ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
が
残
飯
を
捨
て
た
あ
た
り
を
嘴
で
ほ
じ
く
り

返
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
頃
、
畑
に
来

る
よ
う
に
な
っ
た
私
を
警
戒
し
て
い
る
の
か
、
気
付
か
れ
な
い

よ
う
に
、
遠
慮
が
ち
に
物
色
し
て
い
る
よ
う
で
、
電
線
や
木
の

枝
に
止
ま
っ
て
い
る
時
の
よ
う
な
野
生
味
が
影
を
潜
め
、
し
お

ら
し
く
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

　

彼
ら
は
こ
こ
で
食
事
を
し
た
後
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
飛
ん
で

行
き
、
数
時
間
も
す
る
と
ま
た
畑
へ
戻
っ
て
来
て
、
エ
サ
を
探

し
て
い
る
。
そ
し
て
午
後
に
な
る
と
ビ
ニ
ー
ル
を
掛
け
て
い
な

い
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の
屋
根
や
近
く
の
標
識
に
止
ま
っ
て
、
じ
っ

と
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
二
羽
の
カ
ラ
ス
は
こ
の
辺
を
縄
張
り
に
し
て
い
る
の
か
、

こ
こ
へ
来
る
の
は
い
つ
も
同
じ
カ
ラ
ス
だ
。
な
ぜ
同
じ
カ
ラ
ス

と
分
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
羽
の
首
の
回
り
の
羽
根
が
抜
け

て
い
て
、
少
々
み
す
ぼ
ら
し
い
恰
好
で
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
、
他
の
カ
ラ
ス
と
見
分
け
が
つ
い
た
か
ら
だ
。
あ
る
日
、

別
の
カ
ラ
ス
が
こ
の
肥
塚
に
や
っ
て
来
た
時
、
こ
の
カ
ラ
ス
が

す
ぐ
に
飛
ん
で
き
て
、
追
い
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を

見
て
い
て
、
カ
ラ
ス
が
縄
張
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
納
得
で

き
た
。
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彼
ら
は
私
の
こ
と
を
憶
え
て
い
る
の
か
、
そ
ば
を
通
っ
て
も

飛
び
去
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
距
離
は
大
体
五
メ
ー
ト
ル

位
で
、
そ
れ
よ
り
近
づ
く
と
飛
び
去
る
よ
う
だ
。

　

あ
る
時
、
軽
ト
ラ
で
畑
へ
通
じ
る
道
路
を
通
る
と
、
道
路
脇

に
タ
マ
ゴ
の
殻
が
一
つ
落
ち
て
い
た
。
タ
マ
ゴ
の
殻
を
見
て
、

こ
れ
は
あ
の
カ
ラ
ス
の
仕
業
だ
と
す
ぐ
に
ピ
ン
と
き
た
私
は
、

急
い
で
そ
の
殻
を
拾
っ
て
帰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
カ
ラ
ス
は
食
料
を
貯
蔵
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
そ

れ
は
ど
う
や
ら
本
当
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
あ
る
秋
の
日
の
午
後
、

残
飯
を
持
っ
て
行
っ
て
捨
て
る
と
、
彼
ら
が
や
っ
て
来
て
、
そ

ろ
そ
ろ
と
残
飯
を
ほ
じ
く
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
一
羽
が　

ニ
ワ
ト
リ
の
手
羽
元
の
骨
を
咥
え
て
歩
き
出
し
、
少
し
離
れ
た

畑
の
畝
の
谷
間
に
落
と
し
て
、
嘴
で
畝
の
土
を
掛
け
て
隠
し
た

の
だ
っ
た
。
そ
こ
は
畝
を
作
っ
て
間
も
な
い
所
で
、
土
も
柔
ら

か
い
た
め
嘴
で
簡
単
に
土
を
寄
せ
る
こ
と
が
出
来
る
場
所
だ
っ

た
。
そ
し
て
間
も
な
く
も
う
一
羽
も
同
じ
よ
う
に
骨
を
咥
え
て
、

反
対
方
向
へ
歩
い
て
行
き
、
同
じ
よ
う
に
畝
の
間
に
置
い
て
土

を
掛
け
て
い
た
。
そ
こ
は
別
の
持
ち
主
の
畑
だ
っ
た
。

　

こ
の
季
節
に
な
る
と
、
畑
か
ら
得
ら
れ
る
エ
サ
は
多
く
は
無

い
と
思
う
。
私
が
時
々
持
っ
て
く
る
残
飯
が
唯
一
の
食
料
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
エ
サ

と
な
る
も
の
は
何
で
も
食
べ
て
、
逞
し
く
生
き
延
び
て
ゆ
く
。

　

私
の
母
は
早
朝
に
畑
に
行
く
こ
と
が
多
い
が
、
近
く
に
こ
の

カ
ラ
ス
が
や
っ
て
来
る
と
『
カ
ラ
ス
さ
ん
お
は
よ
う
』
と
挨
拶

を
し
、
話
し
か
け
て
い
る
と
い
う
。
元
々
話
好
き
と
い
う
こ
と

も
あ
る
が
、
カ
ラ
ス
に
話
し
か
け
る
こ
と
で
、
自
分
は
あ
な
た

達
の
敵
で
は
な
い
か
ら
、
あ
な
た
達
も
畑
に
い
た
ず
ら
を
し
な

い
よ
う
に
と
伝
え
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
せ
い
か
、
彼
ら
の
お

陰
で
他
の
カ
ラ
ス
達
に
い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
こ
と
は
無
い
と

言
っ
て
い
た
。
言
葉
は
通
じ
な
い
が
以
心
伝
心
と
い
う
か
、
通

じ
る
部
分
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
知
り
合
い
の
畜
産
農
家
の
家
族
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
、

朝
に
な
る
と
家
の
前
の
木
に
カ
ラ
ス
が
一
羽
飛
ん
で
き
て
、
そ

の
家
の
Ｉ
さ
ん
が
外
に
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
。

Ｉ
さ
ん
が
家
か
ら
出
て
く
る
と
、
そ
の
カ
ラ
ス
は
木
か
ら
飛
び

降
り
、
歩
い
て
Ｉ
さ
ん
の
後
を
付
い
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
Ｉ

さ
ん
は
そ
の
カ
ラ
ス
に
、
自
分
の
た
め
に
買
っ
た
食
パ
ン
の
う

ち
一
枚
を
与
え
、
そ
の
他
に
ウ
イ
ン
ナ
ー
な
ど
、
カ
ラ
ス
の
好

物
が
朝
食
に
あ
る
と
、
家
族
に
内
緒
で
紙
に
包
ん
で
ポ
ケ
ッ
ト

に
入
れ
、
カ
ラ
ス
に
あ
げ
て
い
る
と
い
う
。
今
で
は
パ
ン
を
手
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に
持
っ
て
い
る
と
カ
ラ
ス
は
そ
ば
に
や
っ
て
来
て
口
に
く
わ
え
、

近
く
に
隠
し
て
ま
た
欲
し
が
る
と
い
う
。

　

Ｉ
さ
ん
が
カ
ラ
ス
に
そ
こ
ま
で
す
る
の
は
、
も
と
も
と
動
物

好
き
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
カ
ラ
ス
が
こ
の
辺
を
縄
張

り
に
し
て
い
る
の
で
、
牛
舎
に
や
っ
て
来
る
他
の
カ
ラ
ス
が
、

飼
料
の
袋
を
破
い
て
、
い
た
ず
ら
を
す
る
の
を
防
い
で
く
れ
る

か
ら
だ
と
い
う
。

　

鳥
の
中
で
も
カ
ラ
ス
の
よ
う
に
縄
張
り
を
持
つ
鳥
は
、
地
に

足
を
し
っ
か
り
付
け
て
人
と
共
存
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
（
注
） 『
秋
田
方
言
』（
発
行
所
・
株
式
会
社
国
書
刊
行
会
）

に
よ
る
と
、「
肥
塚
」
に
つ
い
て
、
旧
市
郡
名
で
南
秋
田
、
秋
田
、

河
辺
、
平
鹿
、
仙
北
郡
は
、「
こ
ん
ず
げ
ぁ
」、
山
本
郡
は
「
こ

ん
ず
げ
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
堆
肥
置
き
場
の
呼
び
方
と

し
て
由
利
郡
は
「
こ
ん
じ
げ
ぁ
」、
と
な
っ
て
い
る
。
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　雑
　
記
（
14）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

横
　

山
　

　
仁

　
以

前
、

た
と

え
ば

市
町

村
合

併
で

で
き

た
地

名
な

の
に

（
合

併
し

た
市

町
村

の
地

名
を

そ
れ

ぞ
れ

一
文

字
ず

つ
と

っ
て

つ
け

た
、

な
ど

）、
そ

れ
を

ア
イ

ヌ
語

地
名

（
？

）
云

々
と

い
っ

た
よ

う
な

、
と

ん
で

も
話

が
あ

っ
た

ら
し

い
。

　
芭

蕉
の

「
お

く
の

ほ
そ

道
」

の
「

十
二

　
須

賀
川

」
に

、「
栗

と
い

ふ
文

字
は

西
の

木
と

書
き

て
西

方
」

と
あ

っ
た

。
西

木
村

の
栗

は
、

そ
う

い
っ

た
こ

と
で

名
産

に
し

よ
う

と
し

た
の

か
な

、
と

単
純

に
思

っ
た

ら
、

西
明

寺
と

桧
木

内
か

ら
西

木
は

つ
け

ら
れ

た
と

い
う

。つ
ま

り
、合

併
以

前
か

ら
西

明
寺

栗
は

有
名

だ
っ

た
よ

う
だ

。
　「

よ
う

こ
そ

！
「

か
た

く
り

館
」

へ
」

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

は
「

300
年

以
上

前
、

京
都

の
丹

波
地

方
、

岐
阜

の
養

老
地

方
よ

り
現

在
の

秋
田

県
仙

北
市

西
木

町
小

山
田

地
区

(旧
西

明

寺
村

)に
種

を
持

ち
込

み
栽

培
し

た
と

こ
ろ

、
大

き
な

実
を

付
け

る
個

体
が

う
ま

れ
、そ

の
種

を
改

良
し

た
栗

が
「

西
明

寺
栗

」
と

言
わ

れ
て

お
り

ま
す

。
早

生
種

が
１

０
月

初
旬

頃
、

晩
生

種
が

１
０

月
中

旬
頃

か
ら

最
盛

期
に

入
り

ま
す

。」
と

あ
っ

た
。

　
ま

た
、「

W
ikipedia」

で
は

、「
西

明
寺

栗
（

さ
い

み
ょ

う
じ

ぐ
り

）
は

、
秋

田
県

仙
北

市
西

木
に

あ
る

西
明

寺
地

区
特

産
の

大
粒

の
ク

リ
。

ル
ー

ツ
は

、
300

年
以

上
前

に
遡

り
、

関
ヶ

原
の

合
戦

後
、

秋
田

藩
主

と
な

っ
た

佐
竹

義
宣

公
が

和
栗

の
原

産
地

で
あ

る
京

都
の

丹
波

地
方

や
岐

阜
の

養
老

地
方

よ
り

栗
の

種
を

取
り

寄
せ

、
北

浦
地

方
（

現
在

の
秋

田
県

仙
北

市
）

で
栽

培
を

奨
励

し
た

こ
と

に
あ

る
と

さ
れ

る
。」

と
あ

っ
た

。
　　　「

お
く

の
ほ

そ
道

」
を

み
て

い
て

、
例

の
「

松
島

や
 あ

あ
松

島
や

 松
島

や
」

が
な

い
こ

と
に

気
づ

い
た

。「
俳

星
松

尾
芭

蕉
・

み
ち

の
く

の
足

跡
」

と
い

う
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

よ
れ

ば
、「『

松
島

や
 あ

あ
松

島
や

 松
島

や
』

の
句

が
広

く
知

ら
れ

、
こ

れ
が

芭
蕉

作
と

言
わ

れ
る

こ
と

が
あ

る
が

、
実

際
は

、
江

戸
時

代
後

期
に

相
模

国
（

神
奈

川
県

）
の

狂
歌

師
・

田
原

坊
が

作
っ

た
も

の
。

仙
台

藩
の

儒
者

・
桜

田
欽

齊
著

『
松

島
図

誌
』

に
載

っ
た

田
原
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坊
の

『
松

嶋
や

さ
て

ま
つ

し
ま

や
松

嶋
や

』
の

『
さ

て
』

が
『

あ
あ

』
に

変
化

し
、

今
に

伝
え

ら
れ

て
い

る
。」

と
あ

っ
た

。
　　

＊

　「
秋

田
の

詩
祭

2018」
で

の
山

形
県

詩
人

会
・

近
江

正
人

氏
の

演
題

は
、「

土
に

叫
ぶ

　
義

農
松

田
甚

次
郎

～
宮

沢
賢

治
を

生
き

た
人

～
」

と
い

う
も

の
で

、
松

田
甚

次
郎

と
い

う
人

は
し

ら
な

か
っ

た
の

で
新

鮮
だ

っ
た

。
資

料
に

は
、「

最
上

共
働

村
塾

の
修

了
者

　
秋

田
県

仁
賀

保
町

の
斎

藤
忍（

昭
和

10
年

）」
な

ど
が

、
紹

介
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
後

、
ネ

ッ
ト

で
検

索
し

て
み

た
ら

、新
庄

市
役

所
の

広
報

（
2013

年
12

月
号

）
で

、「
特

集
　

理
想

郷
（

イ
ー

ハ
ト

ー
ブ

）
に

生
き

た
男

た
ち

　
郷

土
の

偉
人

松
田

甚
次

郎
」

を
組

ん
で

い
た

。
　

　
ま

た
、

松
田

甚
次

郎
の

『
土

に
叫

ぶ
』（

昭
和

13
年

）
を

出
版

し
た

の
は

、
羽

田
武 ぶ

嗣 し

郎 ろ
うだ

が
、

先
号

で
紹

介
し

た
、

ク
ラ

ブ
通

い
の

国
民

民
主

党
・

羽
田

雄
一

郎
（「

霞
が

関
ブ

ロ
ー

カ
ー

と
交

際
、

国
民

・
羽

田
雄

一
郎

氏
を

『
党

内
聴

取
』　

文
科

汚
職

」
夕

刊
フ

ジ
　

2018.8.3」）
の

祖
父

だ
っ

た
。

　
祖

父
の

心
、

孫
知

ら
ず

と
い

う
べ

き
か

。

　　
ま

た
、

別
の

人
か

ら
教

え
て

も
ら

っ
た

の
だ

が
、

鷹
巣

農
林

高
校

の
５

代
柘

植
校

長
が

、
盛

岡
高

等
農

林
高

校
で

宮
沢

賢
治

を
教

え
て

い
た

と
い

う
こ

と
だ

っ
た

。
当

時
の

教
職

員
な

ど
は

、
宮

沢
賢

治
の

こ
と

を
な

に
か

き
い

て
い

た
か

も
し

れ
な

い
な

と
も

思
っ

た
が

、
ま

だ
有

名
で

は
な

か
っ

た
か

も
し

れ
な

い
。

ち
な

み
に

、『
春

と
修

羅
　

第
一

集
』

の
「

習
作

」
な

ど
に

登
場

し
て

い
る

と
の

こ
と

。
以

下
、

青
空

文
庫

よ
り

（
一

部
、《

》
内

は
ル

ビ
）。

　は
　

┃
　

ほ
う

こ
の

麦
の

間
に

何
を

播
い

た
ん

だ
そ

　
┃

　
す

ぎ
な

だ
ら

　
┃

　
す

ぎ
な

を
麦

の
間

作
で

す
か

へ
　

┃
　

柘
植

《
つ

げ
》

さ
ん

が
と

　
┃

　
ひ

や
か

し
に

云
つ

て
ゐ

る
や

う
な

ん
　

┃
　

そ
ん

な
口

調
《

く
て

う
》

が
ち

や
ん

と
ひ

と
り

で
　

┃
　

私
の

中
に

棲
ん

で
ゐ

る
行

　
┃

　
和

賀
《

わ
が

》
の

混
《

こ
》

ん
だ

松
並

木
の

と
き

だ
　

　
　

　
つ

て
く

　
┃

　
さ

う
だ



19

　
＊

　　
亀

谷
健

樹
さ

ん
の

「
は

が
き

禅
　

第
九

六
一

信
」（

平
成

三
十

年
十

月
十

五
日

）
に

 「
か

つ
て

わ
が

宗
門

は
〈

曹
洞

土
民

〉
と

い
わ

れ
た

。〈
臨

済
将

軍
〉

を
対

句
と

す
る

。
だ

が
『

土
民

』
は

土
に

根
ざ

し
た

民
で

あ
り

佛
の

命
脈

を
保

つ
普

通
の

人
で

あ
る

。
土

が
あ

れ
ば

こ
そ

佛
縁

が
成

熟
し

受
け

継
が

れ
る

の
だ

。」
と

あ
っ

た
。

初
め

て
目

に
し

た
こ

と
ば

だ
っ

た
の

で
調

べ
て

み
た

。（
引

用
の

正
字

を
、

一
部

常
用

漢
字

に
直

し
た

）
　

石
田

瑞
麿

『
例

文
仏

教
語

大
辞

典
』（

小
学

館
、

一
九

九
七

）
で

は
、「

曹
洞

宗
の

土
田

夫
（

ど
で

ん
ぶ

）　
曹

洞
宗

の
禅

風
を

い
っ

た
も

の
。

そ
の

宗
風

が
田

夫
野

人
に

も
わ

か
り

や
す

く
、

懇
切

丁
寧

で
あ

る
こ

と
を

い
う

。『
曹

洞
土

民
』と

も
い

い
、『

臨
済

将
軍

』
と

い
う

表
現

と
並

称
さ

れ
る

」。
た

だ
し

、「
臨

済
将

軍
」

の
見

出
し

は
な

い
。

　
駒

澤
大

学
内

禪
学

大
辭

典
編

纂
所

編
『

禪
学

大
辭

典
』（

大
修

館
書

店
、

昭
和

五
十

三
年

）
で

は
、「

曹
洞

宗
の

宗
風

の
た

と
え

。
農

夫
が

黙
黙

と
田

畑
を

耕
す

よ
う

に
、

曹
洞

の
宗

風
の

隠
密

な
こ

と
よ

り
称

さ
れ

た
語

。
ま

た
道

元
・

瑩
山

の
門

下
の

人
人

が
、

鎌
倉

・
京

都
の

五
山

を
中

心
と

し
て

展
開

し
た

臨
済

宗
に

対
し

て
、

関
東

・
東

北
・

九
州

を
は

じ
め

と
し

た
地

方
で

活
躍

し
た

こ
と

か
ら

も
い

う
」。ち

な
み

に「
臨

済
将

軍
」は

、「
臨

済
の

宗
風

を
示

し
た

語
。

法
眼

の
〔

宗
門

十
規

論
〕

で
は

『
臨

済
則

互
換

為
レ

（
注

、
レ

点
）

機
』

と
評

し
て

、
こ

の
宗

風
が

師
家

と
学

人
の

商
量

問
酬

（
注

、
禅

問
答

の
こ

と
）

の
上

に
お

け
る

互
換

の
機

鋒
を

活
溌

溌
地

に
行

じ
て

、
生

殺
与

奪
の

機
を

弄
し

て
い

く
峻

厳
な

宗
風

が
、

あ
た

か
も

将
軍

が
三

軍
を

叱
咤

す
る

に
比

せ
ら

れ
る

こ
と

よ
り

い
う

。
曹

洞
土

民
・

雲
門

天
子

の
語

も
対

比
し

て
用

い
ら

れ
る

」
と

あ
る

。
　

こ
む

ず
か

し
く

説
明

さ
れ

て
よ

く
わ

か
ら

な
い

が
、

よ
う

は
臨

済
宗

が
「

看
話

禅
」（「

一
つ

の
公

案
を

工
夫

し
、

そ
れ

を
理

解
し

終
え

た
時

は
、

ま
た

他
の

公
案

の
工

夫
に

移
る

と
い

う
よ

う
に

し
て

、
大

悟
に

至
ろ

う
と

す
る

臨
済

宗
の

禅
風

を
い

う
。

曹
洞

の
禅

風
で

あ
る

黙
照

禅
に

対
し

て
い

わ
れ

た
語

で
、

梯
子

禅
と

も
い

う
。」『

例
文

仏
教

語
大

辞
典

』）
と

い
う

こ
と

だ
ろ

う
。

 　
　「

雲
門

天
子

」（
う

ん
も

ん
の

て
ん

し
）

に
つ

い
て

は
、「

雲
門

宗
の

宗
風

を
評

し
た

語
。

雲
門

宗
の

宗
風

は
、

天
子

の
詔

勅
の

よ
う

に
一

度
で

万
機

が
決

定
さ

れ
て

、
再

問
再

応
の

猶
予

が
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与
え

ら
れ

な
い

接
化

ぶ
り

で
あ

る
と

い
う

意
。」

　『
講

座
禅

』「
第

三
巻

　
禅

の
歴

史
―

中
国

―
」（

筑
摩

書
房

、
昭

和
四

十
二

年
）

に
は

、 「
こ

の
点

に
つ

い
て

白
隠

は
『

臨
済

将
軍

、
曹

洞
土

民
、
潙

仰
公

卿
、

雲
門

天
子

、
法

眼
商

人
』

と
端

的
な

評
語

を
下

し
』

と
あ

る
か

ら
、

白
隠

が
評

し
た

も
の

か
。

（「
雲

門
」

の
項

の
執

筆
は

柴
山

全
慶

氏
）

　
ち

な
み

に
、

日
本

に
は

雲
門

宗
は

伝
え

ら
れ

て
い

な
い

。
  　

　
　

＊

　
保

坂
英

世
さ

ん
の

個
人

誌
「

四
季

彩
」

４
号

に
、

替
え

歌
が

紹
介

さ
れ

て
い

る
。

  「
♪

お
手

テ
ン

プ
ラ

食
べ

す
ぎ

て
 　

　
ア

チ
ャ

コ
先

生
に

診
て

も
ら

っ
た

 　
　「

あ
ー

あ
　

も
う

駄
目

だ
　

　
神

経
衰

弱
　

脳
膜

炎
」

　
　

晴
れ

た
お

空
に

葬
式

あ
げ

た
♪

」
　

　
　

知
人

に
き

い
て

も
、

だ
れ

も
し

ら
な

か
っ

た
。

　
ネ

ッ
ト

の
、

ブ
ロ

グ
「

Ｓ
Ｐ

盤
雑

学
ノ

ー
ト

」 に
は

、
以

下

の
替

え
歌

が
挙

げ
ら

れ
て

い
た

。

　（
引

用
開

始
）

♪
　

お
手

　
天

ぷ
ら

　
食

べ
過

ぎ
て

　
　

　
エ

ノ
ケ

ン
先

生
（

せ
ん

せ
）

に
　

診
て

も
ろ

て
　

　
坊

や
　

も
う

あ
か

ん
　

発
疹

チ
フ

ス
の

な
り

ぞ
こ

な
い

　
　

　
お

手
手

　
合

わ
せ

て
　

ナ
ン

マ
イ

ダ
ブ

ツ
 童

謡『
靴

が
鳴

る
』の

替
歌

で
、筆

者
の

母（
昭

和
16

年
生

ま
れ

）
が

小
学

生
の

時
、

男
子

同
級

生
た

ち
が

う
た

っ
て

い
た

と
い

う
文

句
を

書
き

と
っ

た
も

の
で

あ
る

。
昭

和
20

年
代

。
 文

句
の

中
に

は
、

喜
劇

王
と

い
わ

れ
た

喜
劇

俳
優

の
「

エ
ノ

ケ
ン

」
こ

と
榎

本
健

一
が

入
っ

て
い

る
。

エ
ノ

ケ
ン

は
戦

後
も

ま
だ

ま
だ

子
供

に
人

気
が

あ
っ

た
よ

う
だ

。
発

疹
チ

フ
ス

が
出

て
く

る
あ

た
り

が
時

代
を

感
じ

さ
せ

る
。『

靴
が

鳴
る

』
の

替
歌

は
、

様
々

な
バ

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

が
あ

る
よ

う
だ

。
　

　
　（

引
用

終
わ

り
）



21

　
ま

た
、「

四
級

猫
」

さ
ん

の
ブ

ロ
グ

に
は

、
次

の
よ

う
に

あ
る

。
　　（

引
用

開
始

）
　

昔「
原

爆
マ

グ
ロ

」（
お

手
手

つ
な

い
で

）の
替

え
歌

が
流

行
っ

たお
て

テ
ン

プ
ラ

食
べ

過
ぎ

て
あ

ち
ゃ

こ
せ

ん
せ

に
診

て
も

ら
た

あ
ー

あ
も

う
ダ

メ
だ

神
経

衰
弱

、
脳

膜
炎

あ
ー

し
た

の
お

か
ず

は
原

爆
マ

グ
ロ

（
福

島
原

発
問

題
の

、
風

評
被

害
に

腹
が

っ
た

っ
た

の
で

、
載

せ
る

。
40

才
以

上
は

黙
っ

て
食

え
）

　（
引

用
終

わ
り

）

　
保

坂
さ

ん
の

と
、

四
級

猫
さ

ん
の

は
、

似
て

い
る

の
で

、
同

時
期

の
も

の
か

。
ち

な
み

に
、「

サ
ザ

エ
さ

ん
」（

1957
年

8
月

15
日

）
で

は
、「

セ
シ

ウ
ム

137」
が

話
題

に
上

っ
て

い
る

。
　

　
　

　
＊

　　「
N

H
K

の
紅

白
歌

合
戦

の
出

演
が

内
定

し
て

い
る

と
噂

の
韓

国
の

K-PO
P

グ
ル

ー
プ

「
BTS（

防
弾

少
年

団
）」

の
メ

ン
バ

ー
、

ジ
ミ

ン
さ

ん
が

原
爆

な
ど

の
画

像
が

プ
リ

ン
ト

さ
れ

た
T

シ
ャ

ツ
を

着
用

し
て

物
議

を
醸

し
て

い
る

よ
う

で
す

。
ナ

チ
ス

武
装

親
衛

隊
の

コ
ス

プ
レ

、
リ

ー
ダ

ー
に

よ
る

原
爆

ジ
ャ

ン
パ

ー
の

着
用

、
東

日
本

大
震

災
を

彷
彿

と
さ

せ
る

M
V

等
も

話
題

に
。」

（
m

atom
e.naver.jp）

　
こ

れ
に

た
い

し
て

、
ア

メ
リ

カ
の

「
サ

イ
モ

ン
・

ヴ
ィ

ー
ゼ

ン
タ

ー
ル

・
セ

ン
タ

ー
」

が
苦

情
を

述
べ

て
は

じ
め

て
日

本
の

マ
ス

ゴ
ミ

が
取

り
上

げ
た

。
同

セ
ン

タ
ー

は
、

ナ
チ

ス
だ

け
で

な
く

原
爆

も
話

題
に

し
て

い
た

が
、Ｎ

Ｈ
Ｋ

は
、７

時
の

ニ
ュ

ー
ス

で
「

韓
国

ア
イ

ド
ル

の
ナ

チ
ス

帽
　

米
ユ

ダ
ヤ

系
団

体
が

非
難

　
米

ユ
ダ

ヤ
系

人
権

団
体

“ナ
チ

ス
の

被
害

者
に

謝
罪

す
べ

き
だ

”」
と

、原
爆

に
関

し
て

は
ス

ル
ー

し
て

報
道

し
た

。（
11

月
12

日
　「

ア
ノ

ニ
マ

ス
　

ポ
ス

ト
」）

　
以

下
、「

ア
ノ

ニ
マ

ス
　

ポ
ス

ト
」

さ
ん

よ
り

一
部

転
載

。
　　（

引
用

開
始

）
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　【
BTS】

ユ
ダ

ヤ
系

団
体

「
原

爆
被

害
者

を
あ

ざ
け

る
Ｔ

シ
ャ

ツ
の

着
用

は
、

過
去

を
あ

ざ
け

る
こ

の
グ

ル
ー

プ
の

最
新

の
事

例
に

す
ぎ

な
い

」「
日

本
人

と
ナ

チ
ズ

ム
の

犠
牲

者
た

ち
に

謝
罪

す
る

だ
け

で
は

不
十

分
」

～
ネ

ッ
ト

「
そ

れ
で

も
被

爆
者

団
体

は
ダ

ン
マ

リ
w

」「
広

島
、長

崎
は

な
ん

で
抗

議
し

な
い

の
？

」
　（
keroyon301

さ
ん

の
ツ

イ
ー

ト
）

結
局

、
広

島
や

長
崎

で
平

和
を

訴
え

て
い

る
団

体
の

構
成

員
や

後
ろ

盾
が

、
防

少
が

問
題

視
さ

れ
る

と
困

る
連

中
だ

と
い

う
こ

と
を

如
実

に
証

明
し

て
い

る
。

 ス
イ

ス
政

府
編

の
民

間
防

衛
に

、
平

和
活

動
家

は
平

和
の

仮
面

を
被

り
国

益
を

損
な

う
活

動
を

す
る

の
で

注
意

せ
よ

と
書

か
れ

て
あ

る
が

、
ま

さ
に

そ
れ

だ
ろ

う
。

　（
引

用
終

わ
り

）
　　

け
っ

き
ょ

く
、

紅
白

の
出

場
は

、
な

く
な

っ
た

よ
う

だ
が

、
も

う
一

つ
、

こ
れ

に
関

し
て

の
Ｔ

Ｂ
Ｓ

の
報

道
に

つ
い

て
。

　　（
引

用
開

始
）

（
enny01410414

さ
ん

の
ツ

イ
ー

ト
）

TBS
の

手
に

か
か

れ
ば

ジ
ミ

ン
が

言
っ

た
「

心
配

か
け

て
す

み
ま

せ
ん

」
が

「
本

当
に

ご
め

ん
な

さ
い

日
本

の
皆

さ
ん

」
と

変
換

さ
れ

ま
す

（
絵

文
字

あ
り

）
　（
る

る
さ

ん
の

リ
ツ

イ
ー

ト
)

ジ
ミ

ン
は

「
心

配
か

け
て

す
み

ま
せ

ん
」

と
す

ら
言

っ
て

ま
せ

ん
 （

絵
文

字
あ

り
）「

全
世

界
の

フ
ァ

ン
の

皆
さ

ん
が

心
配

さ
れ

た
と

思
い

ま
す

」
と

し
か

言
っ

て
な

い
の

で
、

全
く

謝
罪

に
な

っ
て

い
ま

せ
ん

ね
…

」
　（

引
用

終
わ

り
）

　　
こ

れ
に

対
し

て
、

作
家

の
百

田
尚

樹
氏

は
、

Ｔ
Ｂ

Ｓ
は

だ
れ

の
た

め
に

（
だ

れ
を

忖
度

し
て

）、何
の

た
め

に
や

っ
た

の
か

と
。

　
ま

た
、「

ア
ノ

ニ
マ

ス
ポ

ス
ト

」
さ

ん
よ

り
。

11
月

25
日

　（
引

用
開

始
）

　
高

須
院

長
「

嘘
つ

き
謝

罪
通

訳
の

責
任

者
は

誰
だ

よ
」　

Ｂ
Ｔ

Ｓ
の

「
本

当
に

ご
め

ん
な

さ
い

、
日

本
の

皆
さ

ん
」

発
言

の
フ

ェ
イ

ク
ニ

ュ
ー

ス
を

報
道

し
た

Ｔ
Ｂ

Ｓ
へ

憤
慨

～
ネ

ッ
ト
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「
ス

テ
ー

ジ
で

言
っ

た
の

は
ハ

ン
グ

ル
じ

ゃ
な

く
て

日
本

語
で

だ
よ

。
だ

か
ら

意
図

的
な

捏
造

じ
ゃ

な
い

？
」

　（
引

用
終

わ
り

）

　
　

　
　

　
＊

　　
つ

い
で

に
、

ゴ
ミ

の
Ｎ

Ｈ
Ｋ

に
関

し
て

、「
も

り
ち

ゃ
ん

」
さ

ん
か

ら
。

6
月

7
日

　　（
引

用
開

始
）　

【
Ｎ

Ｈ
Ｋ

の
受

信
料

が
高

す
ぎ

る
根

拠
】

・
7442

億
円

の
純

資
産

が
あ

る
（

お
金

が
余

っ
て

る
）

・
現

預
金

だ
け

で
900

億
円

持
っ

て
る

（
お

金
が

余
っ

て
る

）

・
平

均
年

収
は

庶
民

の
2.5

倍
の

1083
万

円
（

お
金

が
余

っ
て

る
）

・
余

っ
た

お
金

で
年

間
650

億
円

の
証

券
投

資
し

て
い

る
（

お

金
が

余
っ

て
る

）
＊

　
も

う
ひ

と
つ

、「
CatN

A」
さ

ん
か

ら
。

 2018
年

11
月

17
日

　（
引

用
開

始
）

N
H

K
大

河
ド

ラ
マ

の
危

険
性

。
『

私
が

「
史

実
と

か
け

離
れ

て
い

ま
せ

ん
か

？
」

と
聞

い
た

ら
、

プ
ロ

デ
ュ

ー
サ

ー
は

「
N

H
K

で
や

っ
た

こ
と

が
史

実
に

な
る

か
ら

、
そ

れ
で

い
い

ん
だ

よ
。」』

出
典

：『
こ

ん
な

メ
デ

ィ
ア

や
政

党
は

も
う

い
ら

な
い

』
和

田
政

宗
参

議
院

議
員

・
元

Ｎ
Ｈ

Ｋ
ア

ナ
ウ

ン
サ

ー

（
こ

の
記

事
へ

の
hiro

さ
ん

の
ツ

イ
ー

ト
）

大
河

は
「

こ
の

物
語

は
フ

ィ
ク

シ
ョ

ン
で

す
」

の
注

釈
を

つ
け

る
べ

き
。

（
こ

の
記

事
へ

の
「

と
ー

ち
ゃ

ん
」

さ
ん

の
ツ

イ
ー

ト
）

大
河

ド
ラ

マ
を

史
実

に
な

る
と

考
え

て
い

る
の

が
視

聴
者

で
は

な
く

プ
ロ

デ
ュ

ー
サ

ー
な

の
が

一
番

ビ
ッ

ク
リ

！
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　あとがき

◆今年、何度も日本列島を襲った自然災害。豪雨、台
風、猛暑、地震。上からも下からも来た。これから「わ
れわれがいまだ経験したことのない」レベルの自然災
害があちこちで起きれば、仮に被災地から離れていて
も、落ち着き払ってなどいられなくなるかも。おおっと、
人間の間にだって分断とか移民とか「経験したことの
ない」いろんな兆しが現れてきた。地球規模で。これだっ
てなあ。（K）

◆冬が近づくとカモやハクチョウなどの渡り鳥が秋田
にやって来て、河川や海岸で見かけるようになる。そ
れから嘴の根元に特徴のあるミヤマガラスやコクマル
ガラスという小型のカラスの仲間も見かけるようにな
る。これから寒くなる秋田に、わざわざやって来てく
れる鳥たちを見て歩きたいと思う。（Ｔ）

◆「密林に浮かび上がるマヤ文明の遺跡　レーザー技
術で発見」という記事（ＣＮＮ .co.jp 2018.08.18）を興
味深くみていたところ、11 月 17 日の魁に「大館片貝
家ノ下遺跡　レーダー探査」、「遺構を破壊することな
く調査できる」とあり、発掘方法も進んだものだ……と。

（Ｊ）

◆プロバイダーのサービス終了を機に、19 年間続けて
きたホームページ『窓枠大の空』を明年３月で閉じる
ことにした。気が向けばまた別の形で再開してみたい。
尚、ブログ『陽だまりの中のなか』は今まで通り継続
予定。と書いたところで、双方とも認知度は低いから
どうでもいいことなのだろうが……。（B）

「海市」　第 14 号
2018 年 12 月 12 日発行

発行　書肆えん
秋田市新屋松美町５－６　横山方

じ
ゃ

、
今

度
大

河
ド

ラ
マ

は
「

必
殺

仕
事

人
」

に
し

よ
う

！
　（

引
用

終
わ

り
）

　
辻

元
清

美
（

政
治

献
金

あ
り

）
と

ズ
ブ

ズ
ブ

の
関

西
生

コ
ン

の
幹

部
が

こ
れ

ま
で

二
十

数
名

恐
喝

未
遂

な
ど

で
逮

捕
さ

れ
た

が
、

全
国

紙
は

、
デ

ジ
タ

ル
版

で
は

小
さ

く
扱

っ
て

も
、

紙
媒

体
で

は
、

産
経

新
聞

し
か

報
道

し
て

い
な

い
と

い
う

。
な

ぜ
？


