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「
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が
き
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」
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亀
谷　

健
樹

■
第
二
六
四
信
（
昭
61
・
1
・
30
）

　

以
前
か
ら
ぜ
ひ
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
、
秋
田
市
の

詩
友
〔
注
、
泉
谷
連
子
〕
を
お
見
舞
い
が
て
ら
病
院
に
お
伺
い

し
た
。
両
眼
が
ほ
と
ん
ど
失
明
状
態
の
上
、
補
聴
器
を
使
っ
て

や
っ
と
と
い
う
難
聴
。
し
か
も
言
葉
が
す
こ
ぶ
る
不
自
由
と
い

う
三
重
苦
の
六
十
余
歳
の
女
流
詩
人
で
あ
る
。
手
さ
ぐ
り
で
お

茶
菓
子
等
を
も
て
な
し
さ
れ
た
あ
と
、
ゆ
っ
く
り
対
話
し
た
。

　

詩
の
話
が
主
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
私
の
作
品
等
で
ご
存

知
な
の
か
、
寒
行
托
鉢
や
梵
鐘
の
事
な
ど
聴
か
れ
た
。
そ
し
て

私
の
脚
に
さ
わ
り
「
毎
朝
一
時
間
も
お
経
よ
み
な
が
ら
こ
れ
で

歩
く
の
」
と
か
「
鐘
の
音
が
聴
け
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ

う
」
な
ど
と
感
慨
を
も
ら
さ
れ
た
。

　

お
見
舞
い
に
と
桜
餅
な
ど
持
参
し
た
の
で
す
ぐ
開
包
し
て
さ

し
あ
げ
た
ら
「
あ
あ
、
春
の
に
お
い
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

辞
去
す
る
時
、
詩
人
は
わ
ざ
わ
ざ
廊
下
ま
で
出
て
き
て
見
送
っ

て
く
れ
た
。
私
は
背
に
心
の
視
線
を
感
じ
、
な
ん
と
い
う
温
か

さ
だ
ろ
う
と
こ
み
あ
げ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

　

帰
る
道
す
が
ら
、
ふ
つ
う
に
見
た
い
も
の
が
見
え
、
な
ん
で

も
聞
こ
え
、
話
せ
る
と
い
う
当
り
前
が
、
ど
ん
な
に
有
難
い
こ

と
な
の
か
、
と
痛
切
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
日
、
私
は
た
く
さ
ん

の
生
き
た
教
訓
を
得
た
の
で
あ
る
。

■
第
三
六
五
信
（
平
3
・
6
・
18
）

　

こ
の
間
、
二
十
年
ぶ
り
に
第
二
詩
集
〔
注
、『
し
べ
ぶ
と
ん
』〕

を
刊
行
し
た
。
い
ろ
ん
な
方
に
送
呈
申
し
上
げ
て
い
る
が
、
読

後
の
感
想
を
毎
日
の
ご
と
く
頂
戴
し
、
有
難
い
と
思
う
。
と
る

に
た
ら
な
い
詩
の
片
々
に
す
ぎ
な
い
が
、
ど
な
た
さ
ま
も
作
品
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の
奥
に〈
仏
教
者
の
眼
〉と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　

や
は
り
私
は
、
仏
の
弟
子
な
の
だ
な
、
と
痛
感
す
る
。
釈
尊

が
、
バ
ー
ラ
ナ
シ
ー
の
鹿
野
苑
に
い
ら
し
た
時
、
遊
行
の
旅
に

出
る
弟
子
た
ち
に
示
さ
れ
た
言
葉
が
あ
る
。

　

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
利
益
と
幸
福
の
た
め
に
、
い
ざ
遊

   

行
せ
よ　

　

一
つ
の
道
を
二
人
し
て
行
く
な

　

遊
行
と
い
う
の
は
、
伝
道
の
旅
で
あ
る
。〝
一
つ
の
道
を
一

人
で
行
く
〟
旅
で
あ
る
。「
二
人
し
て
行
く
な
」
と
は
、
な
ん

と
い
う
厳
し
さ
で
あ
ろ
う
。
徒
党
を
組
む
な
と
い
う
。

　

先
日
、
朝
日
の
記
者
が
〈
著
者
訪
問
〉
の
記
事
取
材
の
為
、

来
寺
し
た
。
い
ろ
い
ろ
質
問
が
あ
り
答
え
て
い
る
う
ち
に
、
私

は
や
は
り
現
代
の
良
寛
さ
ん
み
た
い
で
あ
り
た
い
の
だ
な
、
と

気
づ
い
た
。
子
ど
も
達
と
遊
戯
し
坐
禅
に
親
し
み
詩
を
た
し
な

む
根
底
は
、
本
来
の
自
己
を
極
め
る
事
、
そ
の
も
の
で
あ
る
。

■
第
三
六
七
信
（
平
3
・
7
・
15
）

　

昨
日
、
詩
集
『
し
べ
ぶ
と
ん
』
の
出
版
記
念
会
を
や
っ
て
い

た
だ
い
た
。
花
束
な
ど
頂
戴
し
晴
れ
が
ま
し
く
照
れ
っ
ぱ
な
し

で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
ー
ル
つ
く
し
ん
ぼ
の
コ
ー
ラ
ス
や
小
坂

和
子
さ
ん
の
音
楽
を
入
れ
た
詩
朗
読
な
ど
す
ば
ら
し
い
プ
レ
ゼ

ン
ト
に
接
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ピ
ー
チ
な
ど
、
詩
集
の
誕

生
を
心
か
ら
祝
福
し
て
い
た
だ
き
、
感
激
し
た
。

　

こ
ん
な
田
舎
町
で
、
こ
ん
な
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
芸
術
的
感
興
に

ひ
た
れ
る
な
ど
、
参
会
の
皆
さ
ん
も
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ら

し
い
。

　

さ
て
二
次
会
は
、
県
内
詩
人
の
連
中
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
う

ち
の
寺
に
来
て
も
ら
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
蝉
の
声
に
ま
じ
っ
て
、

ひ
ぐ
ら
し
が
啼
い
た
。
誰
か
が
「
こ
の
お
寺
は
、
ひ
ぐ
ら
し
を

飼
っ
て
い
ま
す
な
」
と
い
う
。
菩
提
樹
や
擬
宝
珠
の
花
が
真
盛

り
。
と
き
に
夕
べ
の
梵
鐘
の
声
が
、
心
に
し
み
る
よ
う
に
た
ゆ

た
う
。

　

こ
の
詩
集
は
、
す
べ
て
の
人
や
物
た
ち
に
育
ま
れ
て
い
る
。

著
者
あ
い
さ
つ
の
時
「
阿
仁
部
に
は
い
ろ
ん
な
宝
物
が
あ
る
。

こ
れ
を
詩
作
と
い
う
方
法
で
発
見
し
提
供
す
る
の
が
私
の
責
務
。

詩
は
生
と
の
戯
れ
。
私
の
骨
を
埋
め
る
故
里
に
土
着
し
、
生
き

る
喜
び
を
次
代
に
伝
え
る
架
け
橋
が
こ
の
詩
集
」
と
話
す
。
か

く
の
如
く
詩
集
は
、
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
た
。

■
第
五
一
〇
信
（
平
10
・
3
・
18
）
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〈
北
東
北
子
ど
も
の
詩
大
賞
〉
に
関
係
し
て
五
年
に
な
る
。

毎
年
、
三
県
の
小
中
高
か
ら
詩
を
募
集
し
た
。
大
賞
、
入
選
、

佳
作
等
を
選
評
し
、
作
品
集
に
掲
載
し
て
応
募
者
、
学
校
等
に

賞
状
賞
品
と
共
に
送
付
す
る
。
そ
れ
に
は
勿
論
、
資
金
と
労
力

を
必
要
と
す
る
が
合
川
町
当
局
や
教
育
関
係
者
の
絶
大
な
支
援

を
得
て
、
そ
の
つ
ど
刊
行
し
て
き
た
。

　

さ
て
目
的
は
、
要
す
る
に
詩
の
心
の
復
活
で
あ
る
。
詩
作
に

よ
り
創
造
の
喜
び
を
持
と
う
。
子
ど
も
時
代
か
ら
故
里
の
風
土

に
関
心
を
持
ち
、
感
性
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

先
頃
の
ポ
ケ
モ
ン
騒
動
は
単
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
受
け
る
だ
け

の
弊
害
で
あ
り
、
自
分
が
創
り
、
自
分
か
ら
発
信
す
る
状
態
で

な
く
な
っ
た
事
へ
の
重
大
な
警
告
と
思
う
。
こ
れ
を
い
ま
改
善

し
な
け
れ
ば
大
変
な
世
の
中
に
な
る
危
機
感
か
ら
始
め
た
運
動

で
あ
る
。

　

い
ろ
ん
な
事
が
あ
っ
た
が
、
次
の
勝
平
養
護
学
校
の
先
生
の

添
え
書
き
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。「
上
肢
に
障
害
の
あ
る
児
童
は

書
写
が
大
変
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
書
け
な
い
場
合
は
教
師

が
代
筆
を
し
た
。
中
に
は
手
の
指
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
足
で

書
い
た
詩
も
あ
る
。
し
か
も
明
る
く
ひ
た
む
き
に
〈
生
〉
と
む

き
あ
っ
た
生
活
で
あ
る
」
と
。
私
た
ち
が
か
え
っ
て
学
ぶ
べ
き
、

創
造
す
る
人
間
の
原
点
だ
。

■
第
五
四
六
信
（
平
11
・
11
・
16
）

　

爽
秋
の
一
日
「
あ
き
た
の
詩
碑
め
ぐ
り
」
を
、
十
人
衆
と
し

て
遊
行
し
た
。
短
歌
と
か
俳
句
の
碑
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
が
、

現
代
詩
人
の
碑
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
一
日
で
五
ヶ
所
を
回
っ

た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
土
着
の
生
き
方
の
す
ご
さ
、
自
己
を
み
つ
め

る
厳
し
さ
と
、
恵
ま
れ
た
秋
田
の
風
土
の
影
響
を
実
感
し
た
。

　

こ
の
企
画
は
、詩
人
た
ち
の
集
ま
り
で「
年
を
と
り
暇
に
な
っ

た
ら
、
県
内
詩
碑
を
た
ず
ね
先
覚
詩
人
を
巡
拝
し
た
い
も
の
だ

な
」
と
話
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

思
え
ば
私
た
ち
の
毎
日
は
、
あ
ま
り
に
も
忙
し
す
ぎ
る
。
ま

た
映
像
と
か
音
や
活
字
の
は
ん
ら
ん
で
、
溺
れ
も
が
い
て
い
る

毎
日
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
異
常
と
い
え
る
現
状
か
ら
立

ち
直
る
方
法
と
し
て
、
静
的
に
は
坐
禅
が
あ
り
、
動
的
に
は
大

自
然
の
生
命
力
を
象
徴
し
た
詩
碑
の
探
訪
が
あ
る
。
本
当
は
山

頭
火
風
に
あ
じ
ろ
笠
を
か
む
り
杖
を
つ
き
、
瓢
々
と
歩
き
た
い

が
、
そ
う
も
い
か
ぬ
。

　

だ
が
今
の
世
相
は
そ
の
位
の
徹
底
し
た
姿
勢
と
ゆ
と
り
が
無

け
れ
ば
救
わ
れ
ぬ
。
そ
の
点
で
、
次
の
絶
唱
は
真
の
救
い
の
道

を
示
す
。

　
　

あ
ん
べ
ひ
で
お
詩
碑
〈
春
雪
〉
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こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

　

こ
う
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に

　

自
分
の
降
り
て
ゆ
く
路
を

　

大
き
な
目
玉
を
あ
け
て
確
か
め
な
が
ら

　

雪
は
ゆ
っ
く
り
し
た
お
も
い
で
降
っ
て
い
る
よ
う
だ

■
第
五
六
一
信
（
平
12
・
7
・
1
）

　
〈
宮
沢
賢
治
を
語
る
会
〉
の
講
師
を
依
頼
さ
れ
た
。
と
て
も

無
理
と
思
っ
た
が
、
強
い
要
請
に
つ
い
お
受
け
し
た
。
忙
中
閑

あ
り
、
賢
治
を
ひ
も
と
き
、
久
し
ぶ
り
に
賢
治
に
あ
い
ま
み
え

た
幸
せ
と
、
喜
び
は
大
き
か
っ
た
。

　

今
回
は
「
野
の
師
父
」「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
妹
の
死
を
悼
ん

だ
三
篇
を
、
朗
読
を
中
心
に
話
し
た
。
特
に
「
永
訣
の
朝
」
な

ど
、
誦
ん
で
い
る
私
自
身
、
こ
み
あ
げ
て
き
て
声
が
ふ
る
え
た
。

参
会
者
か
ら
あ
と
で
、
涙
が
溢
れ
で
て
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ

た
、
と
の
感
想
を
聴
く
。
死
を
迎
え
る
全
て
の
人
へ
の
哀
歌
。

　

ま
た
有
名
な
手
帳
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
つ
い
て
、
私
は

調
停
委
員
在
職
時
「
北
ニ
ケ
ン
ク
ヮ
ヤ
ソ
シ
ョ
ウ
ガ
ア
レ
バ
ツ

マ
ラ
ナ
イ
カ
ラ
ヤ
メ
ロ
ト
イ
ヒ
」
を
い
つ
も
調
停
者
の
心
構
え

の
根
に
す
え
た
こ
と
。「
南
ニ
死
ニ
サ
ウ
ナ
人
ア
レ
バ
行
ッ
テ

コ
ハ
ガ
ラ
ナ
ク
テ
モ
イ
ヽ
ト
イ
ヒ
」
を
宗
侶
の
も
っ
と
も
大
事

な
役
目
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
実
行
は
難
し
い
と
述
べ
た
。
こ

れ
は
自
ら
の
生
死
観
が
確
立
し
て
始
め
て
出
来
る
言
葉
か
け
な

の
だ
。

　

更
に
「
ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ
」
に
つ
い
て
は
、

要
す
る
に
「
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
、
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
」
の
、
平
々

凡
々
の
人
間
像
は
、
き
わ
め
て
東
洋
的
な
、
し
か
も
菩
薩
の
行

願
を
形
に
あ
ら
わ
し
た
名
称
と
話
す
。

■
第
五
九
八
信
（
平
14
・
3
・
16
）

　

一
冊
の
詩
集
を
い
た
だ
い
た
。『
い
ろ
は
に
ほ
へ
ど
ち
り
ぬ

る
を
』
と
い
う
。
九
十
一
歳
、
坂
本
梅
子
さ
ん
の
第
九
詩
集
で

あ
る
。

　

私
は
永
く
詩
を
通
し
て
の
お
付
き
あ
い
で
影
響
を
受
け
た
。

久
し
く
消
息
不
明
で
あ
っ
た
が
、
先
日
や
っ
と
西
木
村
の
ケ
ア

ハ
ウ
ス
に
入
居
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
度
突
然
、

紅
葉
の
葉
っ
ぱ
が
ひ
ら
ひ
ら
と
私
の
肩
に
と
ま
っ
た
。
手
に
と

る
と
表
紙
が
黒
地
で
三
つ
の
鮮
や
か
な
紅
葉
の
切
り
絵
。
そ
れ

に
白
抜
き
の
詩
集
名
。
二
十
三
の
詩
篇
が
そ
の
中
で
自
在
の
光

彩
を
は
な
っ
て
い
た
。

　
〈
い
ろ
は
に
ほ
へ
ど
…
…
〉
は
空
海
の
作
と
い
わ
れ
る
。
諸
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行
無
常
を
表
わ
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
変
化
す
る
意
。
誰
し
も

病
み
、
老
い
、
そ
し
て
死
ぬ
の
を
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
単

な
る
諦
め
で
な
く
、
生
死
や
変
様
と
真
正
面
に
向
き
合
う
詩
魂

は
流
石
で
あ
る
。

　

集
中
「
裸
の
山
に
向
う
」
の
最
終
連

　

こ
う
な
れ
ば　

か
り
そ
め
の　

う
す
紙
な
さ
け
の

　

人
の
つ
く
っ
た
白
い
老
い
の
白
い
や
か
た
の　

ち
ゃ
ち
な

　

わ
れ
な
ど
消
え
て
し
ま
え　

と
思
う

　

わ
れ
と
向
う
果
て
の
山

　

こ
れ
は
人
間
を
越
え
た
世
界
。
い
の
ち
そ
の
も
の
森
羅
万
象

に
な
り
き
っ
て
い
る
。
詩
は
青
春
の
所
産
と
い
う
は
た
わ
言
。

感
性
は
鋭
ど
く
流
転
の
深
い
境
涯
を
貫
き
通
す
の
だ
。

■
第
六
三
〇
信
（
平
15
・
9
・
1
）

　

い
つ
も
和
服
を
召
し
て
清
楚
な
物
腰
の
、
宜
野
座
保
子
さ
ん

の
詩
集
『
紅
つ
ば
き
』
を
拝
掌
し
た
。
昨
秋
逝
去
さ
れ
た
が
ご

主
人
が
遺
稿
を
上
梓
す
る
。
そ
の
中
の
一
節

　

そ
う
だ
そ
れ
を
め
く
り
待
っ
て
い
る
頁
の
中
へ

　

立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
進
む
の
だ

　

広
が
り
ゆ
く
秋
空
の
コ
バ
ル
ト
色
を
染
め
抜
い
て

　

光
り
と
風
に
乗
っ
て
舞
う
木
の
葉
の
様
に
―

　

私
は
、
生
死
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
本
質
を
つ
ら
ぬ
く
感

性
と
思
っ
た
。
誰
に
も
か
な
ら
ず
訪
れ
る
死
。
だ
が
こ
の
詩
人

の
魂
で
処
す
る
な
ら
ば
、
決
し
て
恐
怖
す
る
こ
と
は
無
い
の
だ
。

木
の
葉
の
よ
う
に
風
に
舞
い
落
ち
る
生
。
そ
れ
は
秋
空
を
コ
バ

ル
ト
色
に
染
め
ぬ
く
よ
う
に
、
大
い
な
る
い
の
ち
の
中
に
溶
け

こ
む
喜
び
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

ご
夫
君
の
通
男
氏
の
著
書
『
リ
ラ
の
花
―
亡
き
妻
を
偲
ん

で
』
も
、
一
緒
に
頂
戴
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
夫
婦
愛
に
満
ち
た
追

悼
文
集
は
、
た
ぐ
い
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
生
い
立
ち
、
結
婚
、
家

族
、
詩
友
、
療
養
、
葬
儀
な
ど
、
実
に
克
明
に
記
録
、
総
括
さ

れ
て
い
る
。
特
に
入
院
中
の
日
誌
な
ど
、
涙
な
し
で
は
読
め
な

い
。
こ
の
骨
格
を
成
し
て
い
る
も
の
は
、
深
い
宗
教
性
だ
。
ご

夫
妻
は
共
に
佛
教
に
帰
依
し
て
お
ら
れ
た
。
日
常
の
一
挙
手
一

投
足
が
そ
の
結
実
で
、
こ
の
本
に
す
べ
て
盛
ら
れ
て
い
る
。

■
第
六
四
八
信
（
平
16
・
6
・
15
）

　

秋
田
市
で
泉
谷
連
子
を
偲
ぶ
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
詩
人
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の
遺
稿
詩
集
刊
行
を
記
念
し
て
の
催
し
で
も
あ
る
。
没
後
六
年

に
し
て
そ
の
詩
集
を
畠
山
義
郎
氏
が
発
願
い
た
し
、
詩
人
や
関

係
者
の
協
賛
に
よ
っ
て
成
就
し
た
。

　

偲
ぶ
会
で
は
泉
谷
連
子
の
入
院
中
の
事
を
聖
園
病
院
の
元
婦

長
、
看
護
支
援
者
。
退
院
後
は
民
生
委
員
や
詩
友
な
ど
、
こ
も

ご
も
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
た
。い
ず
れ
も
日
本
の
ヘ
レ
ン
・

ケ
ラ
ー
と
も
い
う
べ
き
、
精
神
性
の
高
さ
と
清
純
な
日
常
を
讃

え
ら
れ
た
。

　

私
に
と
っ
て
も
二
度
の
出
会
い
は
、
詩
人
の
究
極
の
生
き
方

を
教
え
ら
れ
た
の
と
、
数
多
く
の
手
紙
は
そ
の
度
に
、
天
か
ら

の
散
華
の
様
に
い
た
だ
い
た
。
眼
や
耳
や
言
葉
の
障
害
が
し

だ
い
に
重
症
と
な
り
、
貧
し
く
ど
ん
底
の
生
活
で
あ
っ
た
か
ら
、

泥
中
に
咲
く
白
蓮
華
の
詩
境
を
開
示
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
の
、
絶
唱
と
も
い
え
る
二
行
の
詩

　
　
　
　

使　

徒

　

な
が
れ
の
な
か
か
ら
た
ち
あ
が
っ
て
く
る
ひ
と

　

な
が
れ
の
か
な
た
に
た
ち
さ
っ
て
ゆ
く
ひ
と

　

こ
れ
は
詩
神
ミ
ュ
ー
ズ
が
遣
わ
さ
れ
た
詩
人
泉
谷
連
子
そ
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
天
啓
の
調
べ
を
聴
く
様
に
、
酷
薄
の
さ

な
ぎ
か
ら
甦
る
蝶
を
観
る
が
如
く
詩
集
を
ひ
も
と
く
。

■
第
六
九
九
信
（
平
18
・
10
・
2
）

　

こ
の
間
、
市
公
民
館
講
座
『
現
代
詩
』
の
受
講
者
二
十
名
が

来
寺
し
た
。
い
つ
も
講
座
室
な
の
だ
が
、
た
ま
に
ゆ
っ
く
り
と　

〝
詩
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
〟
で
館
外
研
修
を
し
た
ら
？　

と
の
提
案

に
乗
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
北
欧
の
杜
公
園
散
策
、
お
弁

当
。
午
後
か
ら
う
ち
の
寺
に
来
て
佛
像
鑑
賞
、
庭
園
遊
行
、
お

茶
会
、
広
間
で
詩
の
勉
強
な
ど
盛
り
沢
山
で
あ
っ
た
。
当
日
は

さ
わ
や
か
な
秋
日
和
。
み
ん
な
喜
々
と
し
て
詩
の
花
を
摘
ん
で

い
た
。

　

と
こ
ろ
で
今
回
の
詩
の
教
材
に
、
私
の
新
著
『
や
す
ら
ぎ
の

埋
み
火
』の「
行
茶
一
服
」欄
の
拙
詩
を
引
用
し
た
。「
息
」と「
立
」

の
二
篇
。〈
ヒ
ト
は
な
ぜ
い
き
づ
く
の
だ
ろ
う
〉
か
ら
始
ま
る

自
作
自
解
だ
が
、
生
き
る
と
は
息
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
息
が
と

ま
る
と
死
だ
。
息
を
し
続
け
る
働
き
の
不
思
議
さ
。

　
『
健
康
で
長
生
き
す
る
一
日
の
法
』
が
あ
る
。〈
日
に
一
回
自

分
を
ほ
め
る
〉〈
十
回
大
笑
い
す
る
〉〈
百
回
深
呼
吸
す
る
〉〈
千

文
字
を
書
く
〉〈
一
万
歩
歩
く
〉
を
続
け
る
。
こ
の
中
の
深
呼

吸
と
は
腹
式
呼
吸
。
い
う
な
れ
ば
坐
禅
の
呼
吸
法
。
だ
か
ら
長

寿
法
だ
。

　

こ
の
世
に
出
生
し
て
吸
う
息
、
吐
く
息
を
調
え
る
の
が
ど
ん
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な
に
大
切
か
を
説
い
た
の
は
、
講
座
の
皆
さ
ん
に
文
学
を
越
え

た
永
遠
の
生
命
に
、
詩
の
手
を
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。

■
第
七
〇
四
信
（
平
18
・
12
・
16
）

　

秋
田
文
化
出
版
社
の
創
始
者
、
吉
田
朗
さ
ん
が
逝
去
さ
れ
た
。

そ
の
お
別
れ
の
会
に
参
席
し
た
。
私
の
第
一
詩
集
『
柩
』
は
、

氏
の
お
す
す
め
で
や
っ
と
日
の
目
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ま
で
詩
作
は
単
な
る
趣
味
の
範
囲
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

か
ら
は
に
ん
げ
ん
の
詩
を
書
こ
う
と
本
腰
を
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
と
に
か
く
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、同
人
誌
・
レ
ジ
ャ
ー

誌
、豆
ほ
ん
こ
な
ど
、幅
ひ
ろ
く
温
か
い
ご
交
誼
を
い
た
だ
い
た
。

　

と
に
か
く
誉
め
上
手
な
方
で
、
出
会
い
は
い
つ
も
ほ
め
言
葉

か
ら
始
ま
っ
た
。
ほ
う
髪
を
か
き
あ
げ
破
顔
一
笑
。
い
つ
も
大

声
の
秋
田
弁
は
、
ど
こ
で
も
〝
日
だ
ま
り
〟
の
一
郭
を
つ
く
る
、

き
わ
だ
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
ホ
ー
ル
の
正
面
に
、
遺
影
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
生
前
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
追
慕
の
言
葉
が
切
々
と
語
り
か
け
ら
れ
た
。
感

動
的
だ
っ
た
の
は
、有
名
な
新
井
満
訳
の
《
千
の
風
に
な
っ
て
》

を
故
人
が
秋
田
弁
に
〝
翻
訳
〟
し
た
詩
の
朗
読
で
あ
る
。

　

お
ら
の

　

は
が
し
ょ
の
め
ゃ
で

　

泣
が
ね
で
た
ん
せ

　

そ
ご
に
お
ら
だ
の

　

え
ね
ん
だ
す
よ

　

は
が
し
ょ
で
だ
の

　

ね
で
な
ん
か
え
ね
ん
だ
す
よ

　

千
の
風
だ
す
よ

　

千
の
風
に
な
っ
て

　

あ
の
ひ
れ
え
空
ど
ご

　

吹
ぎ
わ
だ
っ
て

　

え
る
ん
だ
か
ら

―
朗
さ
ん
が
あ
き
た
弁
の
詩
の
風
と
化
し
た
。

■
第
七
四
二
信
（
平
20
・
10
・
1
）

　

現
代
詩
講
座
の
野
外
研
修
企
画
《
詩
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
》
に
参

加
し
た
。
絶
好
の
秋
日
和
。
豊
年
満
作
の
黄
金
色
に
染
ま
り
き

み
ま
ち
阪
に
集
合
。
主
た
る
目
的
の
あ
ん
べ
ひ
で
お
詩
碑
を
見

学
。
昭
和
四
十
七
年
に
建
立
。
没
後
十
年
目
に
友
人
関
係
者
の

敬
愛
が
見
事
に
結
実
。
碑
面
に
直
筆
の
名
作
『
春
雪
』
を
刻
む
。

―
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
／
こ
う
し
て
い
る
の
だ
と　
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い
う
ふ
う
に
／
自
分
の
降
り
て
ゆ
く
路
を
／
大
き
な
目
玉
を
あ

け
て
確
か
め
な
が
ら
／
雪
は
ゆ
っ
く
り
し
た
お
も
い
で
ふ
っ
て

い
る
よ
う
だ
―

　

生
前
の
あ
ん
べ
に
会
っ
た
が
、
大
き
な
目
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
目
玉
で
未
知
の
白
道
を
確
か
め
舞
い
お
り
る
と
い
う
。

生
と
死
の
境
を
つ
き
ぬ
け
、
た
だ
春
の
雪
の
億
万
の
な
か
ま
た

ち
と
戯
れ
な
が
ら
。
そ
の
中
の
ひ
と
り
の
お
も
い
が
き
ら
め
き

や
ま
ぬ
詩
。

　

碑
の
背
面
に
あ
ん
べ
の
生
涯
を
記
す
。
詩
歴
の
他
に
凡
そ

「
一
九
四
二
年
海
軍
に
入
り
西
南
太
平
洋
上
を
転
戦
。
帰
還
四

年
目
に
本
荘
療
養
所
で
病
臥
十
四
年
余
。
戦
争
は
彼
の
心
の
中

で
遂
に
終
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
。
文
の
結
び
の
無
念
さ
は

悲
痛
極
ま
り
な
い
。

　

造
立
後
三
十
六
年
。
直
下
の
大
師
岩
遙
観
所
の
清
水
は
絶
え

る
こ
と
な
く
、
草
や
樹
と
共
に
、
詩
碑
は
秋
の
静
寂
を
息
づ
い

て
い
た
。

■
第
七
八
三
信
（
平
22
・
9
・
15
）

　

北
秋
田
市
現
代
詩
講
座
、
秋
の
「
詩
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
は
今

年
、
男
鹿
半
島
を
遊
行
。
楽
水
亭
庭
園
で
有
名
な
大
龍
寺
を
拝

観
。
中
で
も
龍
王
殿
は
多
宝
塔
様
式
で
、
最
上
階
に
鐘
楼
堂
を

兼
ね
る
の
は
日
本
で
唯
一
と
い
う
。
大
梵
鐘
を
撞
い
て
福
徳
円

満
を
念
じ
た
一
同
は
最
高
の
笑
顔
で
あ
っ
た
。
お
天
気
も
最
高
。

　

次
に
、
門
前
の
五
社
堂
参
道
に
建
つ
澤
木
隆
子
の
詩
碑
を
訪

れ
る
。
寒
風
石
に
黒
御
影
石
を
は
め
込
ん
だ
造
り
。
題
名
は

《
杉
》。

　

驚
か
ず

　

怒
ら
ず

　

悔
や
ま
ず

　

風
吹
け
ば
風
を
受
け

　

雪
降
れ
ば
雪
を
い
た
だ
き

　

陽
か
が
や
け
ば
光
る

　

直
ぐ
な
る
性
よ

　

忘
れ
ら
れ
て
卑
下
せ
ず

　

久
し
き
年
輪
を
重
ね
て
誇
ら
ず

　

し
っ
か
り
と
大
地
を
抱
く

　

大
い
な
る
愛

　

斯
く
あ
ら
ば
や
と
仰
ぐ

　

ふ
る
さ
と
の
杉

　

秋
田
杉
を
造
林
し
た
澤
木
家
の
先
祖
と
、
日
本
の
母
親
を
表

現
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
格
調
の
高
い
詩
で
あ
る
と
解
説
し
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た
。

　

こ
の
度
真
山
の
な
ま
は
げ
館
も
観
て
き
た
が
、
そ
こ
で
澤
木

隆
子
の
な
ま
は
げ
論
に
接
し
一
驚
す
る
『
日
本
古
来
の
神
道
が

佛
教
な
ど
の
外
来
宗
教
に
押
さ
れ
衰
退
し
た
怨
霊
の
形
が
な
ま

は
げ
』
の
大
意
。
流
石
に
晩
年
万
葉
集
や
古
事
記
を
耽
読
し
た

詩
人
の
ユ
ニ
ー
ク
な
推
理
と
感
嘆
。
真
山
の
な
ま
は
げ
に
は
角

が
無
い
。

■
第
七
八
六
信
（
平
22
・
11
・
3
）

　

第
四
詩
集『
水
を
聴
く
』を
刊
行
し
た
。
平
成
十
三
年
に『
白

雲
木
』
を
出
し
て
か
ら
約
十
年
に
な
る
。
第
二
詩
集
『
し
べ
ぶ

と
ん
』
が
そ
の
十
年
前
だ
か
ら
、
私
の
詩
集
は
十
年
ご
と
に
日

の
目
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
生
き
て
詩
を
書
き
残
す
喜
び
は
冥

利
に
尽
き
る
。

　

今
回
、
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
方
々
に
送
呈
し
た
ら
、

今
ま
で
と
一
風
異
な
る
感
想
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
か
ら
抄

出
す
る
。

　
〈
禅
の
境
涯
を
言
葉
に
表
現
さ
れ
た
。
中
で
も
「
山
門
」
と

「
玄
関
」
に
は
日
常
の
生
活
者
と
し
て
の
視
点
を
感
じ
た
〉
と

い
う
。
あ
る
詩
人
か
ら
は
〈
日
本
人
の
表
皮
の
下
に
息
づ
い
て

い
る
生
死
観
に
、
根
を
下
ろ
し
た
深
い
所
か
ら
の
呼
び
か
け
の

声
が
、
詩
行
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
不
思
議
な
詩
集
〉〈
現
実
の

世
界
（
山
）
か
ら
向
こ
う
に
あ
る
も
う
一
つ
の
世
界
（
山
）
が

見
え
る
よ
う
な
〉
と
あ
る
。

　

義
妹
か
ら
は
〈
い
の
ち
の
探
求
を
作
詩
の
根
幹
に
据
え
て
生

み
出
さ
れ
る
言
葉
〉
か
ら
〈
事
象
に
対
す
る
深
く
鋭
い
観
察
眼

に
加
え
て
慈
愛
あ
ふ
る
る
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
詩
〉
と
い
う
。

し
か
も
亡
夫
の
佛
前
に
〈
詩
集
か
ら
二
篇
ず
つ
毎
夕
朗
読
し
て

い
る
。
主
人
も
さ
ぞ
か
し
感
動
し
聴
い
て
く
れ
て
お
る
と
信
じ

て
〉
と
記
す
。《
詩
禅
一
如
》
の
試
み
が
こ
れ
ほ
ど
日
常
に
根

づ
く
と
は
望
外
の
幸
せ
だ
。

■
第
八
〇
一
信
（
平
23
・
7
・
3
）

　

先
日
拙
詩
集
『
水
を
聴
く
』
の
出
版
を
祝
う
集
い
を
、
私
の

寺
で
開
催
し
た
。
普
通
な
ら
ば
ホ
テ
ル
等
で
お
こ
な
う
の
で
あ

る
が
、
今
回
は
著
者
私
の
わ
が
ま
ま
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
。

実
は
大
変
欲
張
り
な
五
部
ま
で
あ
る
企
画
で
あ
る
。
そ
れ
を
半

日
で
実
施
し
た
。

　

①
茶
道
へ
の
い
ざ
な
い
〈
茶
室
・
野
点
の
席
〉
新
設
の
水
琴

窟
を
聴
く
。
②
点
心
（
昼
食
）
そ
の
時
梵
妻
が
添
菜
し
た
ご
ま

と
う
ふ
、
か
ぶ
の
サ
ー
モ
ン
巻
き
が
好
評
。
③
野
の
花
を
自
在

に
活
け
る
。
そ
の
あ
と
花
屏
風
に
飾
り
佛
前
に
献
花
。
④
大
震
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災
物
故
者
精
霊
供
養
会
。
⑤
詩
集
出
版
お
祝
い
パ
ー
テ
ィ
等
々
。

盛
り
沢
山
だ
が
二
十
八
名
の
出
席
者
全
員
、
本
当
に
楽
し
か
っ

た
と
口
々
に
話
し
て
い
た
。

　

こ
の
中
か
ら
③
の
野
の
花
展
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ
た
い
。

茶
の
湯
で
は
茶
花
と
称
し
て
生
け
花
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ

も
、
野
の
花
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
集
い
の
早
朝
、
茶
事
に
く

わ
し
い
知
人
が
近
辺
の
野
の
花
を
採
集
し
て
届
け
て
下
さ
っ
た
。

こ
れ
を
当
日
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
気
の
お
も
む
く
ま
ま
に
花
入

れ
や
花
器
を
選
び
生
け
花
を
楽
し
ん
だ
。《
花
は
野
に
あ
る
よ

う
に
》
と
は
利
休
の
言
葉
で
あ
る
。
全
く
の
素
人
で
あ
っ
た
が

実
に
風
情
の
あ
る
展
示
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
震
災
精
霊
供
養
の

佛
前
に
供
え
冥
福
を
祈
念
し
た
。

■
第
八
〇
七
信
（
平
23
・
10
・
16
）

　

青
森
駅
前
の
〈
ワ
・
ラ
ッ
セ
〉
で
開
催
の
「
東
日
本
現
代
詩

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
に
出
席
し
た
。
小
ホ
ー
ル
で
音
響
効
果
も
よ

く
『
方
言
詩
の
高
木
恭
造
と
幻
の
叙
情
詩
人
村
次
郎
』
を
聴
く
。

パ
ネ
ラ
ー
の
津
軽
な
ま
り
が
心
地
よ
い
。
正
に
土
地
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
と
痛
感
。
詩
の
朗
読
は
首
都
圏
と
東
北
各
県
か
ら

出
演
。
コ
メ
ン
ト
と
自
作
詩
朗
読
。
大
震
災
主
題
が
多
い
。
青

森
県
の
詩
人
は
舞
踏
と
の
共
演
で
不
思
議
な
雰
囲
気
を
か
も
し

だ
す
。
伴
奏
を
勤
め
た
津
軽
三
味
線
奏
者
は
、
尺
八
・
横
笛
も

演
奏
す
る
多
才
ぶ
り
で
驚
き
入
っ
た
。

　

場
外
か
ら
地
鳴
り
の
様
な
ね
ぶ
た
の
太
鼓
（
常
設
の
ね
ぶ
た

の
囃
子
）
古
典
芸
能
と
現
代
芸
術
の
見
事
な
調
和
ぶ
り
の
舞
台

に
酔
い
痴
れ
る
。
秋
田
は
こ
の
域
に
達
し
て
い
な
い
。

　

つ
い
で
に
青
森
県
立
美
術
館
で
の
「
光
を
描
く
印
象
派
展
」

を
鑑
賞
す
る
。
大
変
な
観
客
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
じ
っ
く
り

観
て
ま
わ
る
。
総
じ
て
描
画
の
技
法
と
か
印
象
派
誕
生
の
謎
を

解
く
解
説
は
、
時
に
直
感
を
否
定
す
る
危
険
に
繋
が
る
。
絵
画

展
は
や
は
り
そ
の
絵
に
接
し
た
時
の
感
性
が
勝
負
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
詩
人
・
村
次
郎
展
」
を
青
森
県
近
代
文
学
館
で
観
賞

し
た
。
八
戸
の
自
然
と
風
物
に
こ
だ
わ
っ
た
詩
作
品
は
異
彩
を

放
つ
。
津
軽
と
南
部
は
す
ご
い
魅
力
溢
れ
る
楽
土
だ
。

■
第
八
三
一
信
（
平
24
・
11
・
16
）

　

詩
誌
「
密
造
者
」
に
関
係
し
て
か
ら
四
十
七
年
に
な
る
。
創

刊
以
来
の
同
人
で
あ
り
、
更
に
七
集
か
ら
編
集
を
任
さ
れ
て
現

在
八
十
五
集
。
今
で
は
秋
田
県
の
代
表
的
詩
誌
と
い
わ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
恒
例
の
親
睦
と
作
品
合
評
を
兼
ね
て
の
一
泊
研

修
会
開
催
。
今
年
は
ゆ
と
り
あ
藤
里
温
泉
で
同
人
及
び
詩
友
十

名
の
参
加
を
得
て
実
施
し
た
。
い
つ
も
時
間
に
追
わ
れ
る
合
評
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会
も
会
場
に
宿
泊
で
き
る
の
で
鋭
く
つ
っ
こ
ん
だ
批
評
が
交
さ

れ
た
。

　

し
か
も
発
行
同
人
の
畠
山
義
郎
さ
ん
が
車
椅
子
で
参
加
。
本

人
は
最
近
と
み
に
視
聴
覚
が
不
自
由
に
な
っ
た
様
子
だ
が
、
ど

う
し
て
も
合
評
会
に
出
た
い
意
志
。
そ
の
詩
人
魂
の
炎
に
私
達

は
焼
か
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

　

氏
は
衆
知
の
よ
う
に
、
村
長
と
町
長
職
を
連
続
四
十
四
年
勤

め
た
著
名
な
政
治
家
だ
。
ま
た
若
い
時
か
ら
詩
を
書
き
秋
田
県

を
代
表
す
る
詩
人
で
も
あ
る
。
あ
る
時
本
人
に
「
究
極
的
に
詩

と
政
治
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
」
と
聞
い
た
ら
「
や
は
り
詩
だ
」

と
い
う
。
す
で
に
立
派
な
詩
碑
を
大
野
台
に
建
立
。
来
春
に
は

詩
集
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
《
全
詩
集
》
を
出
版
の
準
備
中

だ
。
氏
は
合
評
会
の
時
私
に
「
出
席
者
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と

い
う
。
誰
か
よ
く
見
え
ぬ
ら
し
い
。
人
と
人
と
の
縁
、
特
に
詩

人
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
方
だ
。

■
第
八
六
五
信
（
平
26
・
6
・
1
）

　

こ
の
地
域
の
人
が
少
し
で
も
詩
の
感
性
を
磨
い
て
ほ
し
い
、

現
代
詩
を
根
づ
か
せ
た
い
、
そ
ん
な
思
い
で
始
め
ら
れ
た
講
座

の
生
み
の
親
で
あ
る
寺
田
ヤ
シ
先
生
が
、
久
し
ぶ
り
に
車
椅
子

で
お
越
し
下
さ
っ
た
。
先
生
の
眼
は
緑
内
障
で
ほ
と
ん
ど
見
え

な
い
と
い
う
。
だ
が
是
非
講
座
の
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
事
が
あ

り
出
席
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
故
畠
山
義
郎
さ
ん
が
何
度
も
先

生
に
語
っ
て
く
れ
た
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

　

現
在
講
座
の
一
人
で
あ
る
工
藤
直
子
さ
ん
の
〈
結
婚
を
祝
う

会
〉
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
あ
る
。
昭
和
五
十
年
六
月
十
五
日
、
き

み
ま
ち
阪
、
第
一
広
場
で
野
外
パ
ー
テ
ィ
が
催
さ
れ
た
。
宴
た

け
な
わ
の
刻
、
正
面
の
切
り
立
っ
た
び
ょ
う
ぶ
岩
か
ら
突
然

す
る
す
る
と
大
き
な
垂
れ
幕
が
下
が
っ
て
き
た
。
墨
痕
鮮
や
か

に
《
学
く
ん
直
子
さ
ん
結
婚
お
め
で
と
う
》
と
大
書
し
て
い
る
。

み
ん
な
あ
っ
け
に
と
ら
れ
大
拍
手
で
あ
る
。
畠
山
さ
ん
は
「
こ

れ
が
詩
だ
、
詩
そ
の
も
の
だ
」
と
大
感
激
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら

約
四
十
年
、
こ
れ
を
伝
え
聴
い
た
寺
田
先
生
が
、
心
底
深
く
秘

め
て
い
た
の
は
ま
さ
に
〈
詩
の
熟
成
〉
で
あ
る
。
き
み
ま
ち
阪

で
の
奇
抜
な
祝
婚
の
演
出
は
、
一
篇
の
円
熟
し
た
詩
の
形
で
、

私
達
に
あ
っ
た
か
い
ふ
く
よ
か
な
、
感
動
を
も
た
ら
し
た
の
で

あ
る
。

■
第
八
七
四
信
（
平
26
・
11
・
2
）

　

第
29
回
国
民
文
化
祭
。
現
代
詩
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
終
了
し

た
。
こ
の
大
会
の
企
画
か
ら
実
施
に
渉
り
い
さ
さ
か
関
係
し
た

一
人
と
し
て
大
過
な
く
文
化
の
大
冊
の
ペ
ー
ジ
を
閉
じ
た
事
に
、
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故
し
れ
ぬ
慶
び
を
感
じ
て
い
る
。

　

な
に
し
ろ
詩
の
公
募
を
し
た
ら
全
国
か
ら
四
六
〇
〇
篇
の
詩

作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
内
二
六
〇
〇
篇
の
一
次
選
考
を

や
っ
た
時
は
、
一
日
に
五
〇
〇
篇
ず
つ
読
み
選
評
の
ノ
ル
マ
で

あ
る
。
時
季
が
暑
い
盛
り
で
あ
り
心
身
の
調
子
を
崩
さ
な
い
事

に
気
を
つ
か
っ
た
。
そ
れ
を
乗
り
切
れ
て
異
常
が
無
か
っ
た
の

は
日
常
欠
か
さ
な
い
暁
天
打
坐
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。
早
朝
四
十

分
、
頭
の
中
を
カ
ラ
ッ
ポ
に
す
る
。
思
考
性
を
無
に
す
る
の
が

ど
ん
な
に
大
切
か
、
身
を
も
っ
て
体
験
で
き
た
。

　

こ
の
大
会
一
日
目
の
「
詩
作
の
旅
」
も
良
か
っ
た
。
貸
し
切

り
バ
ス
で
阿
仁
部
を
巡
る
。
北
欧
の
杜
公
園
で
の
チ
ェ
ン
ソ
ー

ア
ー
ト
。
木
作
り
の
赤
と
ん
ぼ
の
群
舞
。
旧
浦
田
小
校
庭
の
ぶ

ら
ん
こ
を
内
蔵
し
た
大
船
な
ど
、
感
性
鋭
い
展
示
ア
ー
ト
に
圧

倒
さ
れ
た
。
そ
れ
が
み
ん
な
森
吉
山
頂
上
を
向
い
て
い
た
の
は

ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
大
地
の
神
の
磁
石
に
吸
い
寄
せ

ら
れ
る
不
思
議
さ
だ
。
こ
れ
を
参
加
者
全
員
が
即
興
詩
と
し
て

表
現
し
た
が
、
ど
ん
な
詩
が
創
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

＊
「
は
が
き
禅
」
は
、
筆
者
の
亀
谷
氏
が
昭
和
四
八
年
一
二

月
か
ら
始
め
た
「
月
二
回
、日
本
中
の
知
己
に
飛
ば
す
風
信
」

で
、
今
年
の
五
月
で
八
八
五
信
を
数
え
た
が
、
そ
の
中
か
ら
、

詩
や
詩
人
に
関
す
る
も
の
を
掲
載
し
た
。
な
お「
は
が
き
禅
」

は
、『
ひ
と
ひ
ら
の
禅
』『
生
死
の
ひ
と
し
ず
く
』『
や
す
ら

ぎ
の
埋
み
火
』『
み
ち
の
く
の
風
骨
』（
四
海
山
太
平
寺
黙
照

会
刊
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　【
後
記
】

　

詩
集
『
水
の
花
束
』（
小
肆
刊
）
の
著
者
・
矢
代
レ
イ
氏
か

ら
個
人
詩
誌
「
ピ
ッ
タ
イ
ン
ダ
ウ
ン
（
お
き
あ
が
り
こ
ぼ
し
）」

創
刊
号
を
送
付
さ
れ
た
。
四
ペ
ー
ジ
な
が
ら
、
詩
に
対
す
る
真

摯
な
姿
勢
と
、
未
来
志
向
のw

ant to

の
試
み
―
。

　

そ
れ
で
思
い
出
し
た
の
は
、
秋
田
文
化
出
版
社
時
代
に
、
印 

刷
機
が
あ
っ
た
の
で
、

Ｐ
Ｒ
誌
と
し
て
「
秋
文

か
わ
ら
版
」（
の
ち
「
ら

ん
ぷ
の
お
と
」
と
改
題
）

を
出
し
て
い
た
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
「
書

肆
え
ん
通
信
」
を
出
す

こ
と
に
し
た
次
第
。

▲
亀
谷
氏
の
色
紙


