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一

　

最
近
、
旧
知
の
方
か
ら
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
興
味
深
い
詩
集
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
報
告
し
た
い
。（
筆
者
註
・
こ
れ

を
書
い
た
の
は
二
〇
一
二
年
の
秋
で
、
こ
の
詩
集
の
著
者
、
山
波
言
太
郎
氏
が
亡
く
な
る
一
年
前
）

　

題
名
を
『
別
情
歌
』
と
言
う
。
一
三
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
雑
誌
サ
イ
ズ
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
で
、
何
の
変
哲
も
な
い
普
通
の

本
だ
が
、
最
初
見
た
時
に
、
ふ
と
表
紙
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
ど
こ
か
の
寺
の
縁
側
か
ら
欄
干
越
し
に
丁
髷
や
島
田
髷
の

自
動
書
記
に
よ
る
長
編
恋
愛
詩
『
別
情
歌
』

─ 

江
戸
の
詩
か
昭
和
の
創
作
か 

─

三
浦
清
宏

芥
川
賞
作
家
の
文
学
者
三
浦
清
宏
さ
ん
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
は
大
変
造
詣
が
深
く
、
そ
の
関

係
か
ら
生
前
の
山
波
言
太
郎
（
桑
原
啓
善
）
と
は
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
旧
知
の
三
浦
清
宏
さ
ん

か
ら
今
回
思
い
が
け
な
く
大
変
め
ず
ら
し
い
貴
重
な
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
山
波
言
太
郎
が
最

後
に
発
表
し
た
詩
集
『
別
情
歌
』
に
つ
い
て
の
心
霊
研
究
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
論
じ

ら
れ
た
評
論
で
す
。

特
別
寄
稿
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江
戸
風
の
男
女
数
名
が
、
目
の
前
に
広
が
る
川
か
湖
の
向
こ
う
の
緑
地
の
上
に
、
半
分
姿
を
現
し
た
小
さ
な
富
士
山
を
眺
め

て
い
る
図
で
、
初
め
、
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
一
場
面
に
似
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
後
で
、
北
斎
の
『
富
嶽
三
十

六
景
』
中
の
「
五
百
ら
か
ん
寺
さ
さ
ゐ
ど
う
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
原
画
よ
り
も
色
彩
、
輪
郭
が
は
っ
き
り
印
刷
さ

れ
て
い
る
上
、
原
画
の
左
上
に
あ
る
タ
イ
ト
ル
と
作
者
名
が
消
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
頃
流
行
り
の
、
古
典
作
品
を
現

代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
イ
ラ
ス
ト
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
著
者
が
九
十
歳
を
過
ぎ
た
人
な
の
で
、
古
い
も
の
を
使
っ
て
、
反
っ

て
新
味
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
、
眺
め
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
何
気
な
く
本
を
開
き
、「
序
文
」
を
読
み
出
し
て
、
驚
い
た
。
こ
の
絵
は
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
の
旅
を
表
す
も
の
だ
っ
た
。
著
者
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
か
ら
六
十
六
年
前
の
終
戦
の
翌
年
、
三

月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
に
か
け
て
の
数
日
間
に
書
い
た
も
の
で
、
た
し
か
に
自
分
が
ペ
ン
を
持
っ
て
書
い
た
に
は
違
い
な
い

『別情歌』
山波言太郎 著

2012 年 6 月 29 日  初版 発行
定価 1,200 円（＋税）
でくのぼう出版（山波財団）
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が
、
内
容
は
す
べ
て
、
誰
か
分
か
ら
ぬ
他
の
人
間
が
喋
っ
た
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
の
だ
と
言
う
。

「
一
字
一
句
の
修
正
無
し
で
、
誰
か
の
口
移
し
で
書
か
さ
れ
た
も
の
で
す
」

と
あ
る
。
ど
こ
か
ら
か
声
が
聞
こ
え
、
自
分
の
意
志
と
は
関
係
無
く
、
筆
が
独
り
で
に
動
い
て
書
い
て
行
く
。
心
霊
研
究
な

ど
で
言
う
「
自
動
書
記
」
で
あ
る
。
歴
史
上
多
く
の
実
例
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
一
言
す
る
。

　

こ
れ
を
書
い
た
時
、
著
者
は
二
十
五
歳
。
慶
応
大
学
経
済
学
部
在
学
中
に
学
徒
出
陣
で
海
軍
に
入
り
、
特
攻
基
地
で
気
象

士
官
を
し
て
い
た
が
、
敗
戦
と
な
り
、
家
に
戻
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
時
の
有
為
転
変
の
切
迫
し
た
心
境
と
、
こ

の
詩
の
悲
恋
の
心
情
と
が
重
な
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
著
者
は
そ
の
十
日
後
に
今
の
奥
さ
ん
と
結
婚
し
て
い
る
。

当
然
新
妻
を
迎
え
る
喜
び
の
気
持
が
詩
に
も
反
映
す
る
は
ず
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
詩
は
愛
の
破
局
の
悲
し
み
に
徹
し
て

い
る
。
著
者
は
そ
れ
を
、
今
結
婚
し
よ
う
と
す
る
相
手
と
自
分
と
の
前
世
の
姿
と
見
て
、
こ
れ
か
ら
の
結
婚
が
そ
れ
を
償
う

も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
と
言
う
。

「
こ
れ
ま
で
そ
の
記
憶
ら
し
い
も
の
は
断
片
す
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
。
実
感
と
し
て
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
」

と
言
う
。

　

な
ぜ
「
実
感
と
し
て
否
定
で
き
な
い
」
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
書
い
て
な
い
が
、
相
手
の
女
性
に
対
す
る
思
い
の
中
に
含

ま
れ
て
い
た
或
る
感
情
が
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
納
得
で
き
た
と
で
も
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
は
し
か
し
、
こ
の
詩
を
、
妻
と
な
っ
た
女
性
に
も
、
誰
に
も
見
せ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
隠
し
た
。

「
ひ
そ
か
に
手
造
り
で
清
書
し
て
さ
さ
や
か
な
一
巻
の
詩
集
と
し
、
以
後
封
印
し
た
」

　

自
分
さ
え
わ
か
っ
て
い
れ
ば
い
い
こ
と
で
あ
る
。
人
に
見
せ
て
、
誤
解
を
生
む
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と

く
に
こ
れ
か
ら
結
婚
し
よ
う
と
す
る
若
い
女
性
を
お
び
え
さ
せ
た
り
、
傷
つ
け
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
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ろ
う
。
著
者
は
、

「
心
の
秘
密
と
い
う
よ
り
、
人
生
の
不
思
議
、
い
や
詩
の
不
思
議
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
私
は
こ
の
本
を
秘
匿
し
た
」

と
言
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
、
こ
の
詩
集
は
完
全
に
忘
れ
ら
れ
た
。
半
世
紀
以
上
の
星
霜
が
経
っ
て
、
あ
る
日
台
風
が
彼
の
家
を
直
撃
し
、

屋
根
を
む
し
り
取
る
ま
で
は
。
転
居
騒
ぎ
の
最
中
に
、
古
い
行
李
の
中
か
ら
こ
の
手
作
り
の
詩
集
が
再
び
顔
を
出
し
た
の
で

あ
る
。

二

　

そ
れ
で
は
詩
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」（
筆
者
註
・
著
者
の
命
名
と
思
わ
れ
る
）
二
詩
と
、本
詩
で
あ
る
長
詩
が
四
、そ
れ
に
付
け
加
え
た
最
も
長
い
詩
が
一
、

そ
の
ほ
か
「
折
ふ
し
の
歌
」
な
る
短
詩
七
の
全
十
四
篇
、
二
四
九
聯
、
一
〇
七
〇
行
で
成
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
一
年
三
月

二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
六
日
ま
で
に
書
か
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
十
二
日
間
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
極
め
て
長

い
詩
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
長
い
詩
を
、
私
は
日
本
の
詩
の
中
で
見
た
こ
と
が
な
い
。

　

ま
ず
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
の
詩
だ
が
、「
光
あ
る
珠
」
と
「
天
の
か
け
橋
」
の
二
つ
が
あ
る
。
両
者
と
も
、
あ
の
世
か
ら
こ
の

世
を
見
て
、
詩
の
誕
生
を
歌
っ
た
も
の
だ
。
最
初
の
「
光
あ
る
珠
」
で
は
、
珠
の
よ
う
に
光
る
水
面
の
中
か
ら
桜
の
花
び
ら

が
一
つ
浮
か
ん
で
流
れ
る
よ
う
に
、
昔
の
思
い
出
が
浮
か
ん
で
来
て
、
静
か
な
歌
声
が
聞
こ
え
る
。
そ
の
流
れ
の
岸
を
さ
ま




