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未
明　
（
２
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

目
覚
め
て
し
ま
っ
た
未
明

深
く

夢
を
紡
い
で
い
た
時
間
が

何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
剝
が
れ
て
ゆ
く

揺
ら
め
い
て
い
た
も
の
は

寝
返
り
す
る
た
び
に

そ
の
反
対
側
か
ら
後
追
い
し
て
い
た

　

畳た
と
う
し紙
に
沁
み
込
ん
で
し
ま
っ
た

　

記
憶
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の

　

ほ
こ
ろ
び
ほ
つ
れ
る
さ
ま
を

　

意
味
も
な
く

　

た
だ

　

見
て
い
た
い
と
思
っ
て
い
た

　

そ
う

　
　

そ
う

　

淡
い
紫
紺
色
の
紬
つ
む
ぎ

　

の

　

織
り
目
に
挟
ま
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い

　

遠
い
時
間

　

畳
紙
に
滲
み
出
て
く
る

　

だ
れ
か
の
記
憶
の
よ
う
な
も
の
を

　

た
だ

　

意
味
も
な
く

き
り
き
り
と
冷
え
る
空
間
の
奥
で
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深
く

夢
を
紡
い
で
い
た
も
の
が

後
追
い
し
て
ゆ
く
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生
活
の
柄
（
21
）

　
　
　
―
―
断
片
―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
　
仁

死
は　

ひ
と
を
や
さ
し
く
す
る

　
　

＊

遺
影
の
な
か
で　

に
こ
や
か
な
老
母
は

な
に
か
ら　

解
き
は
な
た
れ
た
の
だ
ろ
う

　
　

＊

道
元
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
と

親
鸞
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
に

見
送
ら
れ
た
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＊

「
た
だ
い
ま　

戻
り
ま
し
た＊
１

」

戻
る
か
ら
だ
は　

も
う
な
い
の
だ

　
　

＊

深
夜　

い
つ
も
の
よ
う
に

テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
り

深
い
空
へ　

出
か
け
た
の
だ
ろ
う

　
　

＊

そ
の
日＊
２

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
ら
戻
れ
ば

じ
ゅ
ん
か
ん
毛
布
と

マ
ヌ
カ
ハ
ニ
ー
・
キ
ャ
ン
デ
ィ
が

待
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
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＊
１　

週
5
日
、4
時
30
分
こ
ろ
、帰
宅
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　

＊
２　

医
師
の
「
死
体
検
案
書
」
で
は
「
2
月
1

日　

午
後
11
時
頃
推
定
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

午
後
11
時
に
は
ま
だ
生
き
て
い
た
し
、
異
変

に
気
づ
い
た
の
は
翌
朝
な
の
で
、
2
月
2
日

早
朝
に
亡
く
な
っ
た
も
の
だ
と
お
も
っ
て
い

る
。
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「
華
氏
４
５
１
度
」
感
想　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
部
　
俊
作

　

レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
著　

一
九
五
三
年
刊

（
伊
藤
典
夫
訳
二
〇
一
四
年
発
行
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
Ｓ
Ｆ
）

　

本
を
も
つ
こ
と
、
読
む
こ
と
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
近

未
来
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
描
い
た
Ｓ
Ｆ
小
説
。

　

こ
の
小
説
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
本
を
も
っ
て
い
れ
ば
密

告
さ
れ
、
す
ぐ
さ
ま
消
防
士
な
ら
ぬ
〝
昇
火
士
〟
が
出
動
し
て

本
を
燃
や
す
、
所
持
者
は
拘
束
さ
れ
、
邪
魔
し
よ
う
も
の
な
ら

家
も
ろ
と
も
焼
か
れ
る
と
い
う
社
会
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
多
く
の
人
々
が
い
つ
の
間
に
か
本
を
読
む
の
を
や

め
て
し
ま
っ
た
。人
々
は
、自
宅
の
リ
ビ
ン
グ
で〝
壁
面
テ
レ
ビ
〟

（
人
々
は
テ
レ
ビ
を
〝
家
族
〟
と
呼
び
、
画
面
か
ら
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
は
そ
の
家
の
視
聴
者
の
名
前
を
呼
び
か
け
て
く
る
。）
を

見
た
り
、耳
に
つ
け
た
巻
貝
型
の
イ
ヤ
ホ
ン
で
ラ
ジ
オ
を
聞
く
。

人
々
は
お
し
ゃ
べ
り
し
て
人
と
交
友
す
る
こ
と
や
森
を
歩
い
た

り
蝶
な
ど
の
自
然
に
関
心
を
も
つ
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
学
校

の
授
業
で
は
教
師
か
ら
の
一
方
通
行
の
話
ば
か
り
で
、
ス
ポ
ー

ツ
の
時
間
が
多
い
。
な
か
で
も
団
体
精
神
を
育
む
た
め
チ
ー
ム

ス
ポ
ー
ツ
が
推
奨
さ
れ
る
。
子
供
た
ち
の
心
は
荒
ん
で
い
て
、

子
供
同
士
の
殴
り
合
い
や
殺
し
合
い
が
起
き
る
の
も
珍
し
く
な

い
。

　

テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
、
人
々
が
人
間
や
世
の
中
に
疑
問
を
も

つ
、
調
べ
る
、
考
え
る
、
想
像
す
る
な
ど
に
向
か
わ
な
い
よ
う

に
政
府
が
仕
組
ん
だ
娯
楽
装
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
ま
た
、
人
の
感
情
を
動
か
す
も
の
は
遠
ざ
け
る
べ
き

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
は
す
で
に
消
滅
し
、
人
々
は
監
視
さ

れ
た
な
か
で
一
様
な
暮
ら
し
を
受
入
れ
、
平
等
で
あ
る
こ
と
が

幸
福
だ
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
の
国
と
戦
争
が
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
人
々
に
は
知
ら
さ

れ
な
い
、
そ
ん
な
社
会
だ
っ
た
。

　
　
　
　

＊

　

物
語
の
主
人
公
は
〝
昇
火
士
〟
の
一
員
と
し
て
本
を
燃
や
し
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て
き
た
が
、
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
少
女
と
話
し
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
仕
事
に
疑
問
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
の
魅

力
を
知
り
た
く
な
っ
て
自
宅
に
隠
し
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
が
上
司
（
班
長
）
に
発
覚
し
て
逮
捕
さ
れ
か
け
た
が
、
班
長

を
殺
し
、
本
を
数
冊
も
っ
て
町
か
ら
逃
走
す
る
。

　

川
に
身
を
潜
め
た
り
森
や
林
を
抜
け
て
い
く
う
ち
に
、
自
然

の
な
か
に
感
覚
が
解
放
さ
れ
て
い
く
快
感
を
知
る
。
か
つ
て
、

あ
の
少
女
が
話
し
て
い
た
自
然
へ
の
親
密
な
気
持
ち
を
感
じ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
は
上
司
の
〝
昇
火
士
〟
を
殺
し
た

よ
う
に
、
彼
自
身
も
〝
昇
火
士
〟
か
ら
脱
皮
し
て
い
く
過
程
を

描
い
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
妻
と
初
め
て
出
会
っ
た
場
所
を

長
い
間
思
い
出
せ
な
い
で
い
た
が
、
逃
走
の
途
中
で
そ
れ
が
シ

カ
ゴ
だ
っ
た
と
思
い
出
す
場
面
も
、
自
分
の
人
生
を
自
分
の
も

の
と
し
て
取
り
戻
す
過
程
と
し
て
描
い
て
い
る
よ
う
だ
。
自
由

が
抑
圧
さ
れ
た
町
で
、
人
々
が
自
然
と
の
素
朴
な
交
感
や
個
人

と
し
て
人
と
と
も
に
生
き
る
実
感
か
ら
い
か
に
離
れ
て
い
た
か

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

森
の
奥
に
は
彼
と
同
様
に
逃
げ
て
き
た
人
た
ち
が
い
た
。
彼

ら
は
聖
書
や
賢
人
た
ち
の
著
し
た
本
、
哲
学
や
文
学
書
ま
た
は

そ
の
断
片
を
記
憶
し
、
暗
誦
し
、
そ
れ
を
聞
き
た
い
人
に
聞
い

て
も
ら
う
こ
と
を
自
分
の
使
命
と
し
て
、
ま
た
、
い
つ
の
日
に

か
そ
れ
を
印
刷
す
る
こ
と
を
夢
み
て
、
い
わ
ば
草
の
根
の
よ
う

に
国
中
に
広
が
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
。
折
し
も
戦
争
が
始

ま
り
、
数
秒
の
う
ち
に
爆
弾
は
落
ち
、
主
人
公
が
そ
れ
ま
で
暮

ら
し
て
き
た
町
は
一
瞬
に
し
て
燃
え
上
が
り
、
爆
風
が
地
上
の

も
の
を
な
ぎ
倒
し
、
炎
は
さ
ら
に
勢
い
を
増
し
て
広
範
囲
に
燃

え
広
が
っ
た
。

　
　
　
　

＊

　

自
由
と
民
主
主
義
を
標
榜
し
て
き
た
国
ア
メ
リ
カ
。
そ
の
国

が
（
小
説
の
な
か
の
端
々
か
ら
類
推
す
る
と
）
第
二
次
世
界
大

戦
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
後
の
い
つ
頃
か
ら
か
専
制
主
義
国
家
の

よ
う
な
統
治
を
し
て
い
る
―
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
設
定
の
よ
う

だ
。

　

読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
一
昨
年
か
ら
中
国
で
起
き
た
こ
と
、

テ
レ
ビ
な
ど
で
見
た
香
港
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
そ
れ

ま
で
一
国
二
制
度
の
も
と
で
香
港
に
は
特
例
的
に
民
主
制
度
が

認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
新
た
な
法
律
の
施
行
に
よ
っ
て
、「
香

港
独
立
」の
旗
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
若
者
が
逮
捕
さ
れ
た
り
、

政
府
に
批
判
的
な
新
聞
は
休
刊
に
追
い
込
ま
れ
、
創
業
者
た
ち

が
逮
捕
さ
れ
た
り
し
た
。
中
国
の
人
々
の
自
由
や
人
権
は
、
以
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前
に
も
ま
し
て
厳
し
い
監
視
や
規
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
よ

う
だ
。
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
小
説
の
、
政
府
の
監
視
・
統
制
下

に
あ
る
窮
屈
さ
に
年
月
と
と
も
に
馴
ら
さ
れ
て
き
た
人
々
は
、

自
分
の
中
で
重
な
っ
て
い
た
。
そ
う
思
う
と
、
こ
の
小
説
の
舞

台
は
近
未
来

4

4

4

の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
よ
り
、
今
と
な
っ
て
は
、
む

し
ろ
今
の
中
国
か
も
な
あ
と
連
想
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　

＊

　

こ
の
小
説
が
世
に
出
た
の
は
一
九
五
三
年
と
い
う
か
ら
第
二

次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
一
〇
年
余
り
後
の
こ
と
に
な
る
。
今

で
こ
そ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
文
書
や
写
真
、
映
像
な
ど
の
情
報

を
世
界
中
に
流
し
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
上
で
閲
覧
す
る
の

は
普
通
の
こ
と
だ
が
、
当
時
、
そ
の
よ
う
な
機
器
は
ま
だ
誕
生

し
て
お
ら
ず
、著
者
に
も
そ
の
発
想
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

世
界
や
地
域
の
文
化
、
歴
史
、
哲
学
、
思
想
な
ど
を
著
し
た
媒

体
は
紙
な
ど
の
可
燃
性
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
、時
の
権
力
者
が
、

中
身
を
知
ら
れ
る
と
都
合
の
悪
い
も
の
を
焼
却
処
分
し
た
こ
と

は
最
も
直
接
的
で
原
初
的
な
方
法
だ
っ
た
。

　
（
紀
元
前
の
中
国
・
秦
の
時
代
の
焚
書
坑
儒
や
第
二
次
大
戦

時
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
ユ
ダ
ヤ
人
関
連
の
本
を
焼
却
し
た
こ

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
は
、
そ
の
ほ

か
日
本
で
も
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
書
店
や
出
版
社
、
官
公
庁
な
ど
に

あ
っ
た
本
や
公
文
書
を
秘
密
裏
に
燃
や
し
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。）で

は
、
こ
の
小
説
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
登
場
さ
せ
て
人
々
を
救
え
な
い
も
の
か
、
人
々
が
政
府
に
対

抗
す
る
た
め
の
武
器
に
で
き
な
い
も
の
か
と
空
想
し
て
み
た
。

し
か
し
、
強
権
の
専
制
国
家
は
、
家
庭
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

没
収
し
た
り
焼
却
処
分
し
て
し
ま
え
ば
い
い
わ
け
で
、
物
語
の

大
筋
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
現
代
の
専
制
国
家
が

し
て
い
る
よ
う
に
、
政
府
に
と
っ
て
邪
魔
な
サ
イ
ト
は
閉
鎖
し

た
り
、
通
信
を
遮
断
し
た
り
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
こ
れ
に
ど

う
対
抗
さ
せ
よ
う
か
。
人
々
の
側
に
立
つ
影
の
ハ
ッ
カ
ー
集
団

に
政
府
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
攪
乱
さ
せ
よ
う
か
。
そ
ん
な
稚
拙

な
妄
想
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
と
、
近
未
来
と
い
っ
て
も
、
部
分

的
に
は
か
な
り
現
代
に
追
い
つ
か
れ
た
り
、
追
い
越
さ
れ
て
い

て
、
か
つ
暗
い
よ
な
あ
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ

も
そ
も
近
未
来
の
（
こ
の
小
説
の
）
ア
メ
リ
カ
の
人
々
は
ど
う

や
っ
て
自
由
と
民
主
主
義
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
か
、
現
代

の
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
種
を
育
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
か
、

日
本
の
近
未
来
は
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
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た
思
い
に
誘
わ
れ
て
い
た
。

専
制
国
家
の
情
報
統
制
や
強
固
な
監
視
体
制
、
強
大
な
警

察
権
力
の
下
で
、
人
々
が
人
間
性
を
失
っ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら

際
限
も
な
く
抜
け
出
せ
な
い
よ
う
な
社
会
を
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と

い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
強
固
な
ト
ン
ネ
ル
の
壁
も
ど

こ
か
に
亀
裂
が
生
じ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
漏
れ
出
る
水
は
や
が
て

壁
を
も
崩
壊
さ
せ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
記
憶
し
た
一
冊
の
本

ま
た
は
本
の
断
片
と
な
っ
て
、
人
々
の
前
で
暗
誦
し
て
聞
い
て

も
ら
う
旅
を
し
、
広
が
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
主
人
公
た
ち

は
、
そ
の
水
と
同
じ
よ
う
に
力
を
蓄
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

＊

・
主
人
公
の
友
人
が
言
っ
た
言
葉
が
印
象
に
残
っ
た
。

「
細
部
を
語
れ
。
生
き
生
き
と
し
た
細
部
を
。
す
ぐ
れ

た
作
家
は
い
く
た
び
も
命
に
ふ
れ
る
」

・
小
説
の
中
に
「
（
主
人
公
の
国
が
）
二
〇
二
二
年
以
降
、
二

度
、
核
戦
争
を
起
こ
し
た
」
と
あ
っ
た
。
ん
、
今
年
の
こ

と
で
な
い
か
、
レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
さ
ん
、
そ
ん
な
こ

と
、
あ
り
か
？　
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
た
だ
し

・
犀
の
角
の
よ
う
に

　

家
の
一
階
の
居
間
で
父
が
ス
ト
ー
ブ
の
そ
ば
で
、
車
椅
子
に

座
り
眠
っ
て
い
る
。
鼻
の
下
の
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
酸
素
を
送
り
、

夢
を
見
て
い
る
の
か
、
た
だ
眠
っ
て
い
る
の
か
。
身
体
は
こ
こ

に
あ
る
が
意
識
は
こ
こ
に
は
な
く
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
時
々
薄
目
を
開
け
て
辺
り
を
伺
う
が
ま
た
目

を
閉
じ
て
し
ま
う
。
最
近
は
こ
う
し
て
一
日
の
殆
ど
を
眠
っ
て

い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
短
く
刈
っ
た
頭
髪
も
す
っ
か
り
白

髪
に
な
り
、
手
の
指
も
細
く
、
静
脈
が
浮
い
て
い
る
。
も
う
す

ぐ
命
の
灯
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
う
し

た
状
態
が
長
く
続
い
て
ゆ
く
の
か
。

　

近
く
で
母
が
時
々
声
を
掛
け
る
が
応
答
し
な
い
。
日
中
は
寝

て
い
て
、
夜
は
布
団
の
中
で
「
ウ
ー
ウ
ー
」
と
低
い
声
を
出
し

て
い
る
の
で
、
そ
ば
に
い
る
と
こ
っ
ち
が
寝
ら
れ
な
く
な
る
と

こ
ぼ
し
て
い
る
。

　

昭
和
八
年
生
ま
れ
の
父
は
今
年
で
八
九
才
に
な
る
。
七
人
姉

弟
の
長
男
と
し
て
、
早
く
か
ら
家
の
仕
事
を
し
て
い
た
よ
う
で
、

中
学
校
に
は
二
日
し
か
行
か
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。

　

私
の
家
は
一
六
〇
ア
ー
ル
の
田
ん
ぼ
と
約
二
〇
ア
ー
ル
の
畑

を
耕
作
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
近
く
を
流
れ
る
雄
物
川
で
地

引
網
漁
を
し
て
い
た
た
め
、
父
は
子
供
の
頃
か
ら
船
の
櫓
の
漕

ぎ
方
を
教
わ
り
、
朝
寝
て
い
る
と
飴
玉
を
一
個
口
に
入
れ
ら
れ

て
連
れ
て
い
か
れ
た
と
い
う
。
春
か
ら
秋
に
か
け
て
鱒
や
鮭
を

捕
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
た
め
、
学
校
へ
行
く
暇
も
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

漁
場
は
岩
見
川
と
雄
物
川
が
合
流
す
る
辺
り
で
、
船
の
後
ろ

で
櫓
を
操
作
し
な
が
ら
魚
が
網
に
か
か
り
そ
う
な
場
所
を
狙
っ

て
船
を
回
し
、
網
を
落
と
し
て
ゆ
く
。
夜
間
に
漁
を
す
る
時
も
、

カ
ン
テ
ラ
の
明
か
り
を
灯
さ
ず
に
向
こ
う
岸
す
れ
す
れ
ま
で
船

を
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
地
引
網
漁
は
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
続
い
て
い
た
が
、
下
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流
で
操
業
し
て
い
た
工
場
の
廃
液
な
ど
が
影
響
し
た
の
か
、
次

第
に
魚
が
取
れ
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、
鮭
の
養
殖
も
お
こ
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
止
め
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
当
時
は
農
耕
馬
を
飼
っ
て
い
た
が
、
冬
期
間
、
父
は

馬
を
連
れ
て
山
の
木
を
引
き
出
す
仕
事
を
す
る
た
め
、
秋
田
市

郊
外
の
上
新
城
や
下
浜
の
名
ケ
沢
な
ど
に
行
き
、
民
家
に
泊
ま

り
込
み
、
春
ま
で
杉
の
木
な
ど
を
馬
橇
に
乗
せ
て
運
ん
で
い
た
。

　

馬
は
家
で
は
大
切
に
さ
れ
、
祖
父
に
言
わ
せ
れ
ば
長
男
の
次

に
家
で
大
切
な
の
が
馬
で
、
そ
の
後
に
次
男
や
三
男
が
来
る
と

言
っ
て
い
た
。
エ
サ
と
な
る
フ
ス
マ
と
い
う
小
麦
の
糠
を
、
干

し
草
と
混
ぜ
て
与
え
、
草
も
農
耕
馬
と
し
て
力
の
出
る
草
を
刈

っ
て
食
べ
さ
せ
、
力
の
出
な
い
田
ん
ぼ
の
畦
畔
の
草
は
与
え
な

か
っ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
牛
馬
を
農
耕
や
運
搬
に
使
う
時
代
も
次
第
に
ト
ラ

ク
タ
ー
や
ト
ラ
ッ
ク
に
切
り
替
わ
り
、
私
の
家
も
昭
和
四
〇
年

代
の
初
め
に
茅
葺
屋
根
の
家
を
建
て
直
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
家

の
中
で
飼
っ
て
い
た
馬
を
数
年
後
に
手
放
し
た
。
そ
し
て
耕
運

機
を
買
っ
て
田
畑
の
作
業
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

秋
田
国
体
が
行
わ
れ
た
昭
和
三
六
年
頃
、
こ
の
村
の
人
た
ち

も
外
に
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
父
も
隣
村
の
知
人
に
頼
ま

れ
、
電
気
の
工
事
会
社
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
電

気
の
こ
と
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
が
、
社
会
が
大
き
く
動
き
出

し
、
人
手
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
、
車
の
免
許
も
取
り
、
ダ
ッ

ト
サ
ン
の
ト
ラ
ッ
ク
を
買
っ
て
仕
事
に
行
き
、
雨
の
日
は
私
を

五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
駅
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
り
し
た
。
田
畑
の

ほ
う
は
、
田
植
え
や
稲
刈
の
忙
し
い
と
き
は
会
社
を
休
み
、
普

段
は
祖
父
母
と
母
が
主
に
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

当
時
は
世
間
並
の
暮
ら
し
を
す
る
た
め
に
四
六
時
中
働
い
て

い
た
よ
う
だ
。
秋
の
農
繁
期
は
、
日
中
、
家
の
仕
事
を
し
、
夜

は
近
く
に
あ
る
農
協
の
倉
庫
に
米
俵
を
担
ぐ
仕
事
に
行
き
、
米

を
担
い
で
倉
庫
の
中
に
渡
し
た
、
幅
三
〇
セ
ン
チ
の
歩
み
板
を

歩
い
て
米
を
積
ん
で
い
た
と
い
う
。
当
時
は
一
度
に
六
〇
キ
ロ

の
米
俵
を
二
俵
担
い
で
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。

　

昭
和
六
〇
年
代
に
な
り
、
働
い
て
い
た
会
社
が
親
会
社
の
撤

退
に
よ
る
影
響
で
解
散
し
て
か
ら
は
ボ
イ
ラ
ー
の
資
格
を
取
っ

て
近
く
の
浄
水
場
に
泊
ま
り
の
仕
事
で
勤
め
、
七
〇
才
ま
で
働

い
た
。
そ
の
後
は
主
に
家
の
田
畑
を
作
っ
て
い
た
。　
　
　
　

　

こ
れ
ま
で
殆
ど
病
気
ら
し
い
病
気
を
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た

父
だ
が
、
八
〇
才
の
時
、
肺
炎
を
起
こ
し
て
救
急
車
で
病
院
に

運
ば
れ
た
。
若
い
頃
か
ら
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
た
の
が
災
い
し
、
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肺
の
機
能
が
半
分
以
下
に
な
っ
て
い
る
と
医
師
か
ら
言
わ
れ
、

ベ
ッ
ド
の
中
で
酸
素
吸
入
の
マ
ス
ク
を
し
な
が
ら
苦
し
そ
う
に

呼
吸
を
し
て
い
た
。
一
時
は
命
が
危
ぶ
ま
れ
近
親
の
者
に
知
ら

せ
た
ほ
う
が
良
い
と
言
わ
れ
た
が
、
た
ま
た
ま
家
に
帰
っ
て
き

た
孫
た
ち
の
顔
を
見
て
症
状
が
良
く
な
っ
た
。
医
師
は
家
族
の

持
つ
力
に
驚
い
て
い
た
。

　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
ヒ
エ
取
り
の
頃
に
な
る
と
、
腰
の
高
さ

ま
で
伸
び
た
イ
ネ
の
中
を
歩
い
て
い
る
父
の
姿
を
思
い
だ
す
。

広
い
田
ん
ぼ
で
ひ
と
り
ヒ
エ
を
取
っ
て
い
た
。
家
族
皆
が
そ
れ

ぞ
れ
忙
し
く
働
い
て
い
た
の
で
ヒ
エ
を
取
る
の
は
自
分
の
仕
事

と
割
り
切
っ
て
や
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
自
分
の
為

す
べ
き
こ
と
を
黙
々
と
や
っ
て
い
る
そ
の
姿
は
、
大
げ
さ
だ
が

「
犀
の
角
の
よ
う
に
た
だ
独
り
歩
め
」
と
語
っ
た
ブ
ッ
ダ
の
こ

と
ば
を
思
い
出
さ
せ
る
。

　

父
は
三
〇
代
で
建
て
た
家
に
今
も
住
ん
で
い
る
。
家
の
山
の

木
を
伐
り
建
て
た
家
だ
。
ま
た
、
一
〇
年
位
前
に
墓
も
新
し
く

し
、
死
後
の
準
備
も
で
き
て
い
る
。
こ
の
年
代
の
農
家
に
生
ま

れ
た
長
男
は
、
家
と
土
地
（
田
畑
）
と
墓
を
守
り
、
次
の
世
代

に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
為
す
べ
き
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
を
実
行
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
今
は
自
分
で
起
き
上
が
る

こ
と
も
や
っ
と
で
、
米
俵
を
二
俵
担
い
だ
こ
と
な
ど
想
像
も
出

来
な
い
姿
に
な
っ
た
が
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
た
め
に
力
を

使
い
切
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

私
も
田
ん
ぼ
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
田
を
作

れ
と
か
、
畑
を
手
伝
え
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
自
由
に
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
か
、
あ
ま
り
田
ん
ぼ
の
話
を

し
た
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
ひ
と
り
犀
の
角
の
よ
う
に
歩
み
、

為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
こ
と
が
一
つ
の
教
え
の
よ
う
に
今
は
思

っ
て
い
る
。
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　雑
　
記
（
27）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

横
　

山
　

　
仁

　「
経

営
科

学
出

版『
国

際
情

報
ア

ナ
ラ

イ
ズ

』事
務

所
」か

ら
、

宇
山

卓
栄

氏
の

新
講

座
「

知
ら

れ
ざ

る
古

代
・

日
中

韓
文

明
史

　
民

族
・

宗
教

・
文

明
か

ら
読

み
解

く
東

ア
ジ

ア
の

興
亡

」
の

案
内

メ
ー

ル
が

届
い

た
。（

20220224）
元

寇
の

時
の

こ
と

が
紹

介
さ

れ
て

い
て

、
元

（
モ

ン
ゴ

ル
）・

朝
鮮

連
合

軍
が

日
本

に
対

し
て

ど
ん

な
こ

と
を

し
た

の
か

と
い

う
も

の
だ

っ
た

。
（

20220224）
元

寇
と

い
っ

て
も

、
朝

鮮
兵

が
多

数
を

占
め

て
い

た
と

は
、

き
い

た
こ

と
が

あ
っ

た
が

。

（
引

用
開

始
）

「
被

害
者

と
加

害
者

の
立

場
は

1,000
年

経
っ

て
も

変
わ

ら
な

い
」

か
つ

て
、

朴
槿

恵
（

パ
ク

・
ク

ネ
）

元
大

統
領

が
こ

う
い

う
発

言
を

し
て

お
り

ま
す

。

戦
前

の
韓

国
統

治
時

代
に

、
日

本
に

ひ
ど

い
こ

と
を

さ
れ

た
と

い
う

こ
と

で
、

韓
国

は
ひ

た
す

ら
日

本
を

責
め

立
て

て
い

ま
す

が
、

実
は

、
私

た
ち

日
本

人
か

ら
す

る
と

、
「

被
害

者
と

加
害

者
の

立
場

は
変

わ
ら

な
い

」
と

い
う

言
葉

を
言

葉
を

そ
っ

く
り

そ
の

ま
ま

韓
国

人
に

返
し

た
い

ぐ
ら

い
で

す
。

な
ぜ

な
ら

、
約

750
年

前
、

日
本

人
は

、
朝

鮮
人

に
あ

ま
り

に
も

残
虐

な
仕

打
ち

を
受

け
て

い
る

か
ら

で
す

。

朝
鮮

の
国

書
で

あ
る

『
高

麗
史

』
に

よ
る

と
、

朝
鮮

兵
は

、
日

本
に

上
陸

し
、
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女
や

子
ど

も
た

ち
を

連
行

し
、

彼
女

ら
の

手
の

ひ
ら

に
穴

を
空

け
て

、
そ

こ
に

綱
を

通
し

て
数

珠
つ

な
ぎ

を
し

て
奴

隷
民

と
し

て
朝

鮮
半

島
に

連
行

し
て

い
ま

し
た

。

ま
た

、
町

を
焼

き
払

い
、

山
に

逃
れ

た
日

本
人

を
し

つ
こ

く
追

い
回

し
、 

赤
ん

坊
の

泣
き

声
な

ど
を

た
よ

り
に

見
つ

け
出

し
て

殺
す

と
い

う
卑

劣
極

ま
り

な
い

行
為

を
行

な
っ

て
い

た
の

で
す

。

朝
鮮

人
が

自
ら

つ
く

っ
た

史
料

に
そ

う
書

い
て

あ
る

の
で

す
か

ら
、

こ
れ

は
間

違
い

の
な

い
史

実
と

言
え

る
で

し
ょ

う
。

被
害

者
と

加
害

者
の

立
場

は
変

わ
ら

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

韓
国

人
、

韓
国

政
府

は
こ

れ
を

ど
う

い
う

ふ
う

に
補

償
し

て
く

れ
る

の
で

し
ょ

う
か

。

し
か

し
、

日
本

の
教

科
書

で
は

、
こ

の
朝

鮮
人

に
よ

る
日

本
侵

攻
に

つ
い

て
、

全
く

と
言

っ
て

い
い

ほ
ど

書
か

れ
て

い
ま

せ
ん

。

完
全

に
な

か
っ

た
こ

と
と

し
て

、
歴

史
の

闇
に

封
印

さ
れ

て
い

る
の

で
す

。

そ
の

た
め

、
我

々
日

本
人

は
、

戦
後

の
反

日
教

育
に

よ
り

自
虐

意
識

を
植

え
付

け
ら

れ
、

韓
国

に
頭

が
上

が
ら

な
い

と
い

う
状

況
が

続
い

て
し

ま
っ

て
い

ま
す

...
（

引
用

終
わ

り
）

（
引

用
開

始
）

1272
年

、「
日

本
を

懲
ら

し
め

る
必

要
が

あ
る

」
と

述
べ

て
、

朝
鮮

王
で

あ
る

忠
烈

王
は

、
日

本
に

対
し

て
、

内
臓

が
震

え
る

ほ
ど

の
烈

し
い

怒
り

を
感

じ
て

い
た

。そ
れ

は
、「

日
本

が
元（

モ
ン

ゴ
ル

）
の

属
国

に
な

る
こ

と
を

拒
否

し
て

い
た

こ
と

」
に

対
し

て
腹

を
立

て
て

い
た

の
で

あ
る

。
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（
中

略
）

そ
の

た
め

忠
烈

王
は

、強
者

で
あ

る
モ

ン
ゴ

ル
に

擦
り

寄
っ

て
、

日
本

の
悪

口
を

散
々

説
き

、
日

本
に

攻
め

入
る

よ
う

に
嘆

願
し

て
い

た
の

だ
っ

た
。

彼
は

、
日

本
征

伐
の

た
め

に
率

先
し

て
、

約
3

万
人

の
朝

鮮
人

に
強

制
労

働
を

強
い

て
、

900
隻

の
船

を
造

ら
せ

て
お

り
、

ま
た

彼
は

約
1

万
～

1
万

五
千

人
の

朝
鮮

人
兵

士
・

水
夫

を
動

員
し

て
い

た
。

（
引

用
終

わ
り

）

　
名

著
と

い
わ

れ
る

網
野

善
彦

著
『

蒙
古

襲
来

』
に

、
こ

ん
な

こ
と

が
か

か
れ

て
い

た
の

か
、

記
憶

に
な

い
。

　
　

　
＊

　
ウ

ク
ラ

イ
ナ

情
勢

に
関

し
て

は
、

及
川

幸
久

氏
の

Ｙ
ｏ

ｕ
Ｔ

ｕ
ｂ

ｅ
が

、
い

ろ
ん

な
情

報
を

調
べ

て
あ

げ
て

い
る

の
で

、
参

考
に

な
る

。
2

／
23「

ロ
シ

ア
が

ウ
ク

ラ
イ

ナ
東

部
　

ド
ン

バ
ス

2
州

独
立

承
認

　
プ

ー
チ

ン
の

真
意

と
は

」、
2

／
26「

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

街
は

平
然

　
ウ

ク
ラ

イ
ナ

軍
兵

士
は

投
降

　
プ

ー

チ
ン

は
停

戦
交

渉
へ

」、
3

／
1「

ウ
ク

ラ
イ

ナ
政

府
を

乗
っ

取
り

　
ロ

シ
ア

系
住

民
を

襲
う

　
極

右
ネ

オ
ナ

チ
と

は
」

　
及

川
氏

に
よ

れ
ば

、
不

利
と

わ
か

っ
て

い
る

の
に

、
プ

ー
チ

ン
の

こ
う

し
た

行
動

の
背

景
に

は
、

ミ
ン

ス
ク

合
意

不
履

行
が

あ
る

ら
し

い
し

、
ま

た
ネ

オ
ナ

チ
に

よ
る

ロ
シ

ア
系

住
民

へ
の

虐
殺

も
。

　
プ

ー
チ

ン
が

強
欲

な
、

国
際

金
融

資
本

家
・

戦
争

屋
と

闘
っ

て
い

る
こ

と
は

、
知

ら
れ

て
い

る
が

、
今

回
も

そ
れ

が
あ

る
よ

う
だ

。
　

西
田

昌
司

氏
が

3
月

1
日

配
信

し
た

「
な

ぜ
ロ

シ
ア

は
ウ

ク
ラ

イ
ナ

侵
攻

を
強

行
し

た
の

か
？

そ
の

背
景

に
国

際
金

融
資

本
と

ロ
シ

ア
の

攻
防

が
見

え
て

く
る

」（
西

田
昌

司
の

政
策

議
論

「
西

田
ビ

ジ
ョ

ン
」【

週
刊

西
田

】）
も

興
味

深
い

し
、

配
下

の
マ

ス
ゴ

ミ
は

さ
っ

そ
く

2016
年

3
月

の
Ｓ

Ｎ
Ｓ

の
投

稿
写

真
を

、
2

月
25

日
「

現
在

の
ウ

ク
ラ

イ
ナ

」
と

し
た

フ
ェ

イ
ク

ニ
ュ

ー
ス

を
流

し
て

い
る

。（
3

月
1

日
の

は
ぐ

ら
め

い
氏

「
移

ろ
う

ま
ま

に
2」

で
紹

介
し

て
い

る
、

田
中

宇
氏

の
「

ウ
ク

ラ
イ

ナ
の

現
状

と
今

後
」

よ
り

）
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   　あとがき

◆ぎばさを買いに老いた母と一緒にスーパーに行った。背中を丸めト
レイに入ったぎばさのラップを押しながら、しきりに中身を吟味して
いる。そばで黒いコートの若い女性が、どれが良いのかと聞いている
ようで、「南蛮」と呼んでいるぷっくりして先の尖ったものが葉の付
け根にあるのが粘ると、講釈を始めた。買って帰ったぎばさは叩いて
食べさせてくれた。確かによく粘りかつ旨かったが、あの長い講釈は
彼女に有難かったのか、迷惑だったか。（T）

◆「海市」編集中に届いたのは、石川悟朗さんの「のんびりや」第 43 景。
弟錬治郎さんの死に触れ、長田弘の「花を持って、会いにゆく」に「少
し救われた気がした」とかかれていた。小生のばあい、まだ老母の死
が腑に落ちないでいる。（Ｊ）

◆先般久々に某図書館へ行ってきた。その折、今や秋田の殆どの書店
や図書館でも並んでいない月刊詩書を見たのだが、バックナンバーを
含めページを広げた跡が無い。書店の棚に無い（秋田市内某店だけに
は不定期だがある）のは当然のことかと納得。必要とする人がほぼい
ないか定期購読ということ？　掲載されている詩も論評も値段も”お
高い”し、私も買うことはないが。（B）

◆年明けとともに雪寄せに明け暮れた。内陸部に比べればまだマシか。
でも、2 月中旬までは雪ベラを使わない日はわずかだった。敷地内 3
カ所に堆積した雪の山がこれから日に日に低くなっていくはず。（S）
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