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昨
年
五
月
に
街
の
北
方
新
社
か
ら
長
谷
川
太
詩
集
『
私
は
風
の
よ
う
で
あ
っ
た
』

が
刊
行
さ
れ
、
ご
子
息
で
あ
る
編
著
者
の
長
谷
川
淳
氏
よ
り
有
難
く
も
ご
恵
贈
に

与
っ
た
。
詩
誌
「
風
」
が
ま
だ
続
い
て
い
る
の
を
知
っ
て
の
ご
寄
贈
だ
っ
た
。 

長
谷
川
太
は
昭
和
三
年
（1

9
2
8

）
に
黒
石
に
生
ま
れ
、
二
十
歳
前
か
ら
詩
を
書

き
出
し
新
聞
に
投
稿
し
て
は
度
々
入
選
し
、
藤
田
勇
三
郎
発
行
の
詩
誌
「
椹
」
、
以

後
種
々
の
詩
誌
に
寄
稿
し
て
い
た
。
主
に
青
森
市
の
中
学
校
の
教
師
（
音
楽
と
国

語
）
を
さ
れ
、
詩
誌
「
風
」
創
刊
の
年
（
昭
和
48
年
、1

9
73

）
に
四
十
四
歳
で
亡

く
な
ら
れ
た
「
風
」
同
人
の
お
仲
間
の
詩
人
だ
っ
た
。
小
生
手
元
に
な
い
が
詩
誌

「
風
」
第
21
号
は
「
長
谷
川
太
追
悼
号
」
だ
っ
た
。
黒
石
市
の
東

あ
ず
ま

公
園
に
詩
碑
が

あ
り
、
公
園
に
花
鳥
の
写
真
撮
影
に
出
向
く
時
、
時
々
拝
ん
で
い
る
詩
碑
で
あ
る
。

昨
今
、「
風
」
代
表
の
櫻
庭
恵
美
子
さ
ん
か
ら
、
そ
の
「
石
」
を
建
て
る
時
の
思
い

出
を
聞
か
せ
て
頂
い
た
。 

近
年
発
見
さ
れ
た
手
書
き
原
稿
に
よ
る
『
私
は
風
の
よ
う
で
あ
っ
た
』
を
拝
読

し
、
短
い
詩
も
多
い
が
二
十
代
の
約
八
年
間
に
創
作
し
た
約
一
五
五
編
と
実
に
多

作
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
モ
ダ
ン
な
感
性
と
斬
新
な
表
現
、
工
藤
正
廣
氏
の
従
兄

弟
、
喜
多
村
拓
氏
の
恩
師
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
驚
く
。 

と
に
か
く
、
恋
愛
詩
、
抒
情
詩
か
ら
、
詩
に
登
場
す
る
リ
ル
ケ
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
純
粋
詩
志
向
、
表
現
の
巧
み
な
凝
縮
と
そ
れ
ゆ
え
の
内
容
の
深
ま
り
に
感
嘆
す

る
。
当
時
に
お
け
る
現
代
性
に
地
方
に
い
る
者
と
し
て
驚
く
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
ち

ょ
っ
と
「
瀬
川
冬
」
を
用
い
て
い
た
こ
と
に
笑
み
を
浮
か
べ
。 

 

な
お
、『
私
は
風
の
よ
う
で
あ
っ
た
』
は
二
〇
二
一
年
度
青
森
県
詩
人
連
盟
特
別

賞
と
な
り
、「
青
森
の
詩
祭
」
で
の
授
賞
式
に
長
谷
川
淳
氏
が
出
席
さ
れ
、
幾
編
か

朗
読
し
た
。
中
学
校
の
元
教
師
で
あ
り
、
青
森
市
の
合
唱
団
で
ご
活
躍
の
氏
ゆ
え

の
、
声
量
豊
か
な
堂
々
と
し
た
朗
読
だ
っ
た
。 

遺
稿
集
『
風
の
歌
』
を
読
み
た
く
な
り
、
そ
れ
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ

い
た
次
第
で
あ
る
。 

  
 
 
*
 

  

ま
ず
は
先
に
「
年
譜
」
か
ら
抄
と
し
て
、
も
う
少
し
詩
人
・
長
谷
川
太
の
略
歴
を

述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

昭
和
3
年
（1

92
8

）
に
黒
石
市
に
生
ま
れ
、
八
歳
で
母
に
死
別
。
十
四
歳
の
時

に
青
森
師
範
学
校
予
科
に
入
学
。
翌
年
、
青
森
大
空
襲
で
師
範
学
校
が
焼
失
し
た

た
め
弘
前
市
に
移
り
、
こ
の
頃
か
ら
一
戸
謙
三
の
詩
の
講
義
を
受
け
て
は
、
合
唱

サ
ー
ク
ル
の
会
誌
に
作
品
を
発
表
し
始
め
る
。 

 

昭
和
23
年
（1

94
8

、
十
九
歳
）
に
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
黒
石
中
学
校
の
教
諭

と
な
る
。
翌
年
か
ら
六
年
間
ほ
ど
東
奥
日
報
文
芸
欄
に
応
募
し
度
々
入
選
。
黒
石
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の
藤
田
勇
三
郎
発
行
の
詩
誌
「
椹
」
22
号
～
26
号
に
発
表
。 

 

昭
和
27
年
（1

952

）
に
師
範
学
校
同
期
で
合
唱
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
で
あ
っ
た

佐
々
木
静
と
結
婚
。
青
森
市
立
野
脇
中
学
校
教
諭
と
な
る
。
昭
和
31
年
に
黒
石
の

竹
内
二
郎
発
行
の
詩
誌
「
ぱ
ん
せ
」
同
人
と
な
る
。
翌
年
、
石
黒
英
一
・
蒔
苗
実
・

安
岡
一
次
ら
の
詩
誌
「
寓
話
」
同
人
と
な
る
。
昭
和
38
年
に
藤
田
勇
三
郎
ら
の
詩

誌
「
鰈
」
に
発
表
。
「
鰈
」
は
13
号
ま
で
続
い
た
。 

 

昭
和
44
年
（1

96
9

）
に
筒
井
中
学
校
に
転
勤
。
二
年
後
、
藤
田
ら
七
名
に
よ
る

詩
誌
「
い
か
ろ
す
」
発
行
。
浪
打
中
学
校
に
転
勤
。
翌
年
、
胃
癌
と
宣
告
さ
れ
る
。

一
年
後
に
四
十
四
歳
で
逝
去
。 

  

遺
稿
集
『
風
の
歌
』
は
、
妻
・
長
谷
川
静
に
よ
り
昭
和
58
年
（1

9
83

）
に
刊
行

さ
れ
た
。 

 

昭
和
24
年
か
ら
、
20
年
代
、
30
年
代
、
40
年
代
と
い
う
章
分
け
で
昭
和
47
年

ま
で
の
詩
62
編
、
最
後
に
「
家
族
へ
の
詩
」
と
し
て
17
編
の
計
89
編
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
メ
モ
の
中
に
、
標
題
付
き
の
詩
が
9
編
と
無
題
が
11
編
あ
り
、

他
に
詩
と
み
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
断
片
が
数
多
く
あ
る
。
メ
モ
で
は
走
ら
せ
た

よ
う
な
文
字
の
判
読
な
ど
編
集
に
年
月
を
要
し
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

先
の
『
私
は
風
の
よ
う
で
あ
っ
た
』
と
は
重
複
す
る
詩
が
多
い
が
、
手
書
き
原
稿

で
は
若
干
表
現
が
異
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
長
谷
川
淳
氏
が
ご
指
摘
さ
れ
て
い

る
。 

 

 

巻
頭
に
あ
る
「
Ｓ
へ
」
の
二
編
は
と
て
も
美
し
く
官
能
的
な
抒
情
を
放
っ
て
い

る
。
ま
さ
に
真
実
の
愛
で
あ
ろ
う
。
詩
が
歌
う
べ
き
根
本
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
裸
身
の
お
前
を
／
今
風
が
震
え
て
過
ぎ
／
白
い
空
を 

祈
る
様
に 

ひ
と
ひ
ら

ひ
と
ひ
ら
…
…
」「
蠢
動
す
る
貴
女
へ
の
時
間
」
と
か
「<

も
う 

お
別
れ
…
…>

／

お
前
の
吐
息
が
／
私
の
う
ち
を
／
霧
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
／
／
あ
あ 

私
は
何

を
言
お
う
／
私
た
ち
の
は
か
な
い
逢
瀬
に
つ
い
て
／
私
た
ち
の
は
か
な
い
い
の
ち

に
つ
い
て
」
。
高
貴
な
調
べ
で
、
瞬
間
の
愛
の
深
さ
か
ら
人
生
ま
で
見
通
し
て
い
る
。

読
者
は
愛
が
結
実
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
安
堵
の
思
い
で
自
ら
の
体
験
を

追
憶
し
な
が
ら
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
方
は
24
年
11
月
の
「
椹
」

25
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

続
く
「
蝶
の
歌
う
」
は
死
後
作
曲
さ
れ
た
交
声
曲
「
或
る
詩
人
の
レ
ク
イ
エ
ム
」

の
第
一
曲
と
な
っ
た
が
、
愛
の
悦
ば
し
き
罠
を
、「
初
秋
に
」
は
平
易
な
表
現
で
部

屋
の
窓
辺
を
詩
っ
て
い
る
「
秋
の
ひ
ざ
し
の
よ
う
な 

か
ず
か
ず
の
時
間
」
や
「
朝

顔
が
窓
い
っ
ぱ
い
を
お
お
っ
て
い
る
の
で 

光
り
も
空
気
も 

緑
色
で
あ
っ
た
」

「
風
は 

そ
こ
で
か
わ
い
た
音
を
た
て 

こ
の
ち
い
さ
な
部
屋
は 

ふ
る
え
て
い

る
一
枚
の
枯
葉
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
、
と
も
に
情
愛
と
詩
情
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

次
の
詩
も
「
Ｓ
へ
」
で
あ
る
。 

 

続
く
「
山
里
に
て
」「
谷
間
に
て 

―
―
日
景
に
て
」
は
、
こ
の
地
が
目
的
で
あ

ろ
う
旅
で
の
山
中
で
あ
る
。
県
境
近
く
の
日
景
温
泉
だ
ろ
う
か
。 

  
 

ひ
ぐ
ら
し
を
聞
い
て
い
た 
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谷
間
の
暗
い
窓
辺
で 

 
 

音
も
な
く 

誰
か
が
身
を
起
こ
し
た 

  
 

・
・
・
・
・ 

  
 

遠
い
幼
年
の
よ
う
に 

 
 

い
ま 

誰
か
が
話
し
か
け
る 

 
 

と
り
の
こ
さ
れ
た
風
鈴
に
ふ
れ
て 

 
 

ぼ
く
の
中
を 

 
 

透
明
な
季
節
の
流
れ
を 

 
 

誰
か
が
去
っ
て
行
く 

  
 

ぼ
く
は 

知
っ
て
い
る 

 
 

す
で
に 

ぼ
く
は
と
ら
え
て
い
る 

 
 

さ
わ
や
か
に
立
ち
上
が
る 

新
し
い
風
の
掌
を 

  

ひ
ぐ
ら
し
の
奏
で
、
昼
の
谷
間
、
杉
木
立
の
静
け
さ
、
ラ
ン
プ
と
旅
情
が
重
な

る
。
二
人
の
甘
き
蜜
月
で
あ
ろ
う
か
。 

 

続
く
詩
で
は
、
「
貝
殻
の
歌
」
「
墓
場
に
て
蝶
を
歌
う
」
な
ど
基
底
に
悲
歌
の
調

べ
が
流
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
墓
の
間
に
張
ら
れ
た
蜘
蛛
の
巣
に
と
ら
わ
れ
た
翅

ボ
ロ
ボ
ロ
の
蝶
を
哀
れ
み
、
実
に
優
れ
た
詩
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
傷
だ
ら
け
の

翅
で
「
孤
独
な
終
焉
を
か
す
か
な
呼
吸
が
震
え
て
…
…
」
。
最
初
の
四
連
ま
で
と
最

後
の
六
連
。 

  
 

指
の
間
か
ら
か
す
か
に
透
い
た
光
線
を
な
つ
か
し
み 

 
 

疲
れ
た
花
び
ら
の
様
に 

 
 

小
さ
な
あ
ど
け
な
い
掌
に 

 
 

白
っ
ぽ
い
足
掻
き
を
残
し
て
―
蝶
は 

 
 

ひ
っ
そ
り
と
己
れ
の
非
力
を
諦
念
し
て
い
た 

  
 

杳
い 

薄
蒼
い
記
憶
の
源
か
ら 

 
 

な
つ
か
し
い
風
景
や 

 
 

や
さ
し
い
人
々
の
間
を 

 
 

お
前
は
流
れ
て
来
た
。 

 
 

お
前
は
眠
っ
て
来
た
。 

  
 

ひ
し
め
い
て
過
ぎ
去
っ
た
暗
色
の
流
れ
の
は
て
、 

 
 

杉
の
葉
ず
れ
は
空
し
い
明
る
さ
に
静
謐
し
、 

 
 

私
の
腕
に
―
時
針
は 

 
 

水
底
の
様
な 

こ
の
黄
昏
を
指
し
て
止
ま
っ
て
い
る 

  
 

此
処
、
緑
も
暗
い
季
節
の
掌
底
に
、 
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さ
あ
お
な
薄
闇
が
訪
れ
て
は
、 

 
 

な
つ
か
し
い
「
ひ
ぐ
ら
し
」
の
歌
も
い
ろ
ざ
め
―
私
は 

 
 

む
な
し
い
夢
を
探
る
も
の
の
吐
息
を
聴
く
ば
か
り
、 

  
 

・
・
・
・
・ 

  
 

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
墓
穴
の 

 
 

不
思
議
な
寂
寥
の
側
に
つ
っ
立
っ
て
、 

 
 

私
の
―
も
う
墓
石
だ
け
の
宇
宙
に
―
蝶
よ
。 

 
 

そ
れ
は
、 

 
 

あ
ま
り
に
も
哀
し
い
こ
と
で
し
か
な
い
の
だ
。 

  

な
お
、『
私
は
風
の
よ
う
で
あ
っ
た
』
で
は
「
蝶
に
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
三

連
ま
で
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
様
に
」
は
「
よ
う
に
」
と
か
、
よ

り
柔
ら
か
い
表
現
と
い
え
よ
う
か
。 

  
 

白
っ
ぽ
い
足
搔
き
を 

掌
に
の
こ
し
て 

蝶
は 

ひ
っ
そ
り
と 

そ
の
非
力
を
諦
念
し
て
い
た 

疲
れ
て 

花
び
ら
の
よ
う
に 

 

お
前
は
歌
っ
て
き
た 

な
つ
か
し
い
人
々
の
間
を 

そ
の
さ
び
し
い
掌
の
間
を 

お
前
は
流
れ
て
き
た 

遠
い
記
憶
の
源
か
ら 

  
 

そ
れ
ら 

ひ
し
め
い
て
過
ぎ
去
っ
た
暗
色
の
流
れ
の
は
て 

 
 

杉
の
葉
ず
れ
は 

空
し
い
明
る
さ
に
静
謐
し 

 
 

私
の
内
に 

 
 

時
計
は 

 
 

水
底
の
よ
う
な
黄
昏
を
指
し
て
止
ま
っ
て
い
る
―
今 

 

客
観
的
な
観
察
に
よ
る
周
囲
を
含
め
た
見
事
な
描
写
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
ら

は
過
去
へ
の
慕
情
や
愛
が
ま
だ
成
就
に
至
ら
ぬ
こ
と
や
、
あ
る
い
は
教
職
の
何
か

に
関
す
る
憂
え
も
加
わ
っ
て
か
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
後
の
三
篇
も
基
調
は
同
じ

な
の
で
あ
ろ
う
、
憂
愁
で
あ
る
。
し
か
し
「
谷
間
に
て
」
で
、
す
が
す
が
し
さ
が
現

れ
る
。「
ぼ
く
は
歌
う
／
ぼ
く
は
お
り
て
ゆ
く
／
／
せ
ま
い
夜
と
昼
と
の
谷
間
／
そ

こ
に
捧
げ
ら
れ
た
ぼ
く
の
空
／
／
無
限
に
つ
ら
な
り
―
―
し
か
も
／
ぼ
く
の
心
臓

の
形
に
切
断
さ
れ
た
／
視
界
」
。
こ
の
詩
は
東
奥
日
報
文
芸
欄
に
応
募
し
入
選
。
そ

の
後
も
す
ぐ
沈
鬱
な
心
象
に
な
る
が
、
必
ず
し
も
暗
い
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
。

「
風
の
悲
歌
」
、
二
つ
目
の
「
冬
の
歌
」
、
「
夜
」
は
い
ず
れ
も
入
選
作
。 

次
の
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
「
結
実
」
（
昭
和2

6

年
、1

9
51

）
か
ら
解
釈
す
る
に
難
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し
い
作
風
と
な
る
。 

  
 

セ
ロ
フ
ァ
ン
ノ
透
明
ヲ
超
シ
タ 

 
 

白
イ
室 

 
 

眸
ノ
哀
願
ニ
立
ツ 

 
 
 

成
熟
ノ
沈
黙 

 
 
 

古
風
ナ
ビ
ロ
ー
ド
ノ
旗 

 
 

蝶
ヨ 

  

次
の
「
或
る
夕
暮
れ
の
話
」
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
パ
ル
ク
」
を
読
ん
で
の
心
象
で

あ
り
、
入
選
作
を
含
む
い
く
つ
か
の
作
品
を
経
て
「
歌
」
で
は
リ
ル
ケ
を
引
用
し

て
い
る
。
こ
の
時
期
は
純
粋
詩
志
向
な
の
で
あ
ろ
う
。
小
生
の
高
校
三
年
時
の
担

任
で
国
語
を
教
わ
っ
た
黒
石
市
ご
出
身
の
相
馬
正
一
先
生
が
深
く
か
か
わ
っ
た

「
ぱ
ん
せ
」
や
、
中
央
の
か
の
詩
誌
だ
ろ
う
か
「
地
球
」「
地
球
通
信
」
に
掲
載
し

て
い
る
。 

 

以
上
は
二
十
代
前
半
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
詩
行
の
詩
的
セ
ン
ス
、
お
よ
び
内

省
を
含
む
全
体
的
な
ま
と
ま
り
の
良
さ
に
感
嘆
す
る
。 

 

30
年
代
は
再
び
分
か
り
や
す
い
詩
行
に
な
り
、「
寓
話
」
な
ど
に
寄
稿
。
植
木
曜

介
選
で
第
二
回
県
詩
選
、
鎌
田
喜
八
選
で
第
二
回
詩
祭
で
の
入
選
作
を
含
む
。
そ

し
て
次
男
が
生
ま
れ
た
33
年
か
ら
詩
風
に
変
化
が
生
じ
、
子
ど
も
を
歌
う
な
ど
簡

潔
で
平
易
な
表
現
で
明
る
く
な
る
。
そ
ん
な
中
、
33
年
作
の
「
ポ
プ
ラ
の
歌
」
は
、

長
谷
川
太
詩
碑
が
あ
る
黒
石
市
の
東
公
園
に
あ
る
日
本
一
大
き
い
二
本
の
ポ
プ
ラ

だ
ろ
う
か
。
以
下
に
全
行
。 

  
 

五
月
の
ポ
プ
ラ
は 

 
 

い
っ
ぱ
い
の
風
を
孕
ん
で
ゆ
れ
て
い
る 

 
 

ざ
わ
め
く
白
い
葉
裏
を
か
え
し 

 
 

し
な
や
か
な
枝
々
を
よ
じ
る
飛
び
立
ち
た
い
一
瞬
の
願
い
を 

 
 

ゆ
れ
て
い
る 

  
 

い
く
と
せ
の
す
こ
や
か
な
成
長
が 

 
 

広
く
大
地
に
根
ざ
し 

 
 

風
を
い
っ
ぱ
い
孕
ん
で
天
に
ひ
ら
い
た
願
い
の
大
き
さ
だ
け 

 
 

深
く
暗
い
土
に
と
ら
わ
れ 

 
 
 

 
 

と
ら
わ
れ
の
根
が
が
っ
し
り
土
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て 

 
 

腕
い
っ
ぱ
い
の
願
い
を 

 
 

五
月
の
ポ
プ
ラ
は
静
か
に
ゆ
れ
て
い
る 

  
ポ
プ
ラ
に
詩
人
夫
妻
、
か
つ
、
お
二
人
の
ご
子
息
を
重
ね
て
し
ま
う
。
そ
の
後

の
作
は
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
子
育
て
や
職
務
な
ど
多
忙
で
寡
作
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
育
児
が
何
よ
り
も
楽
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
37
年
の
作
は
極
め
て
日
常
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的
な
題
材
で
、
と
て
も
平
易
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 

 

40
年
代
の
詩
は
「
鰈
」
な
ど
に
寄
稿
し
、
再
び
愁
い
を
少
し
帯
び
て
や
や
難
し

い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
「
日
が
照
り
」
全
行
。 

  
 

日
が
照
り 

 
 

空
は
見
事
に
晴
れ
上
が
っ
て
い
る
の
に 

  
 

表
面
に
く
っ
き
り
残
雪
の
山
脈
を
映
し
な
が
ら 

 
 

結
局
充
ち
る
こ
と
の
な
い
虚
し
さ
を 

 
 

茫
々
と
風
が
鳴
っ
て
い
る 

 
 

私
は
カ
ラ
ッ
ポ
の
ガ
ラ
ス
瓶
の
よ
う
だ 

  
 

僅
か
ば
か
り
の
内
側
の
汚
れ
を
自
分
の
形
と
し
て 

 
 

泥
の
中
に
立
っ
て
い
る 

  

次
の
「
風
景
」
の
最
初
の
二
行
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 

す
べ
て
が
灰
色
じ
み
て
み
え
る
地
球
の
顔
を
さ
ら
っ
て 

 
 

風
だ
け
が
生
き
も
の
の
よ
う
に
走
り
ま
わ
る
真
昼 

  

以
後
の
詩
も
、
当
初
の
詩
群
か
ら
通
奏
し
て
い
る
「
さ
び
し
さ
」
と
い
う
語
が

時
々
現
れ
る
。
二
度
出
て
く
る
の
は
「
砂
ぼ
こ
り
」
で
、
以
下
に
そ
の
全
行
。 

  
 

目
標
を
設
定
す
る 

 
 

ど
う
で
も
よ
い
手
ば
か
り
が
浮
び
あ
が
る
の
で 

 
 

慎
重
な
手
続
き
が
石
に
な
る 

 
 

そ
こ
の
石
塀
の
内
側
は
明
る
い
砂
の
拡
が
り 

 
 

草
も
生
え
な
い
真
昼
を
う
が
っ
て 

 
 

角
の
と
れ
た
石
の
流
れ
が 

 
 

す
で
に
過
去
と
な
っ
た
川
の
あ
り
か
を
証
明
す
る 

 
 

さ
び
し
さ
は
放
た
れ
た
鳥
と
な
っ
て 

 
 

そ
の
捨
て
ら
れ
た
鳥
籠
が
わ
た
し
だ 

 
 

買
っ
て
来
た
年
輪
の
う
え 

 
 

鳥
の
形
を
し
た
む
な
し
さ
が
目
と
な
る 

 
 

疾
走
す
る
風
の
あ
と
か
ら 

 
 

悲
鳴
の
よ
う
に
立
ち
あ
が
る
砂
ぼ
こ
り
を
見
る 

  

強
烈
な
内
省
で
あ
る
。
目
標
、
方
法
、
石
の
よ
う
な
固
定
さ
、
生
の
過
去
の
石

化
、
そ
の
淋
し
さ
あ
る
い
は
寂
し
さ
が
鳥
化
、
空
に
な
っ
た
鳥
籠
な
ど
解
釈
に
難

し
い
行
も
多
い
が
、
多
義
的
に
解
釈
し
、
そ
の
多
様
さ
が
一
行
一
行
の
意
味
も
深

め
、
ま
た
全
体
的
な
内
容
を
も
深
め
る
。
か
つ
、
詩
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
ひ
ら
が

な
使
用
を
避
け
、
平
常
に
漢
字
を
用
い
て
い
る
の
が
好
効
果
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
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け
に
、
ひ
ら
が
な
の
「
む
な
し
さ
」
の
淡
い
儚
さ
、
も
っ
と
無
に
近
い
原
初
の
純
粋

な
空
間
を
も
覚
え
て
し
ま
う
。 

 

職
業
に
恵
ま
れ
人
が
羨
む
よ
う
な
家
庭
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
に
、
こ
の
さ
び
し

さ
は
、
好
き
な
も
の
の
授
業
、
合
唱
と
ブ
ラ
バ
ン
指
導
、
生
徒
指
導
な
ど
で
家
族

一
緒
の
時
間
の
少
な
さ
へ
の
嘆
き
を
含
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
か
。
時
間
不
足
な
ど
、

自
ら
の
創
作
上
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
も
っ
と
人
間
存
在
の
宿
命
と
し
て

あ
る
、
詩
人
な
ら
で
は
自
覚
す
る
普
遍
的
な
さ
び
し
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
こ
ぶ

る
内
容
の
深
い
作
品
に
思
わ
れ
る
。 

 

そ
れ
だ
け
に
「
い
か
ろ
す
」
な
ど
に
発
表
し
た
「
紀
行
」
に
救
わ
れ
る
。
恐
山
へ

の
よ
う
で
あ
る
。
連
れ
合
い
と
、
あ
る
い
は
家
族
旅
行
だ
ろ
う
か
。 

 

あ
あ
、
46
年
8
月
の
「
無
題
」
。
胃
の
具
合
が
悪
い
の
を
告
げ
て
い
る
。
何
処

な
の
か
不
明
な
「
紀
行Ⅱ

」
も
暗
い
。「
そ
ら
の
よ
く
は
れ
た
夕
べ
」
な
ど
心
温
ま

る
多
く
の
詩
編
を
含
む<

家
族
へ
の
詩う

た>

に
救
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
に
詩
人

の
病
の
兆
し
が
痛
ま
し
い
。 

  

と
に
か
く
様
々
な
「
風
」
が
頻
出
す
る
。
そ
れ
は
常
に
詩
人
の
中
に
入
り
込
み
、

詩
人
の
吐
息
と
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
詩
集
標
題
に
「
風
の
歌
」
が
相
応
し
い
の

は
勿
論
、
詩
人
自
身
が
風
の
歌
そ
の
も
の
に
覚
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
詩
作
し

な
が
ら
も
、
ど
こ
か
満
た
さ
れ
な
い
寂
し
さ
も
覚
え
る
。
そ
れ
は
他
者
か
ら
の
評

価
・
賞
讃
の
有
無
と
か
か
ら
で
は
な
く
、
詩
作
に
伴
う
純
粋
な
苦
悩
の
よ
う
な
も

の
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
詩
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
詩
精
神
を
諭

ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
「
病
床
に
て
」
に
繋
が
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

  
 

死 

と
い
う
こ
と
で 

も
っ
と
も 

つ
ら
い
の
は 

 
 
 
 

自
分
の
中
の 

自
分
で
あ
る 

 
 
 
 

こ
の 

こ
と
ば
に
な
ら
な
い 

表
現
を
得
な
い 

 
 
 
 

雑
多
な
「
怨
喜
夢
悲
」
と
い
っ
た
も
の
が 

 
 
 
 

そ
の
形
を
得
な
い
で 

こ
の
世
か
ら 

 
 
 
 

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
…
… 

 
 

ひ
と
の
存
在
と
い
う
も
の
は 

 
 
 
 

そ
の
よ
う
な 

と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
も
や
の
よ
う
な
も
の 

 
 
 
 

そ
の
人
そ
の
も
の
で
あ
る
ド
ロ
ド
ロ
し
た
も
の
の 

 
 
 
 

形
に
な
ら
な
い
熱
気
の
よ
う
な
も
の
の
存
在 

 
 
 
 

な
の
だ 

 
<
48

年2

月5

日> 

  

因
み
に
、
一
戸
謙
三
に
関
し
て
は
、
34
年
の
「
寓
話
」
2
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
同

人
の
遍
歴
」
で
触
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
抄
。 

 

 

「
り
ら
、
そ
さ
え
て
」
と
い
う
会
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｈ
公
園
の
北
側
の
濠
の
佇 

り
。
ガ
ラ
ン
と
し
た
公
会
堂
の
一
室
で
“
低
い
空
は
、
ぼ
ん
や
り
街
の
灯
を
う 

つ
し
て
…
…
”
と
福
士
幸
次
郎
の
詩
を
読
む
Ｉ
先
生
の
も
の
さ
び
た
声
に
、
い 

の
ち
の
新
し
い
歓
び
と
愁
い
を
み
る
思
い
で
し
た
。 
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ひ
ょ
ろ
な
が
い
体
は
、
短
い
学
生
マ
ン
ト
を
着
て
い
る
の
で
、
殊
更
に
孤
独 

な
様
子
で
し
た
。
は
て
し
な
い
愁
い
の
な
か
に
こ
も
っ
て
、
こ
の
は
い
つ
く
ば 

っ
た
街
を
歩
い
て
行
く
ひ
と
。
公
園
の
西
門
通
り
。
銀
杏
の
葉
が
し
き
り
に
散 

っ
て
い
ま
し
た
。 

  
 
 
 

（
略
） 

  
 

Ｉ
先
生
か
ら
毎
月
数
通
の
便
り
が
あ
り
ま
し
た
。「
青
森
へ
出
か
け
た
い
と
思 

っ
て
も
、
日
曜
に
は
木
造
へ
か
え
る
た
め
だ
め
。
そ
し
て
私
は
た
い
て
い
寝
て 

ば
か
り
い
る
の
で
す
。
私
は
生
き
る
こ
と
に
疲
れ
て
き
ま
し
た
（2

8

・6

・16

付
） 

 

な
お
、
音
楽
に
つ
い
て
は
詩
の
中
で
サ
テ
ィ
が
登
場
し
、
次
の
断
片
は
マ
ー
ラ

ー
で
あ
ろ
う
か
。 

  
 

み
ど
り
に
そ
ま
っ
て 

 
 
 
 
 

す
っ
か
り
あ
お
ざ
め 

 
 

そ
の
風
に
吹
か
れ
て 

 
 
 
 
 

す
っ
か
り
軽
く
な
っ
て 

 
 

移
ろ
う
日
か
げ
の
よ
う
に 

 

 
 

あ 

 
 

き
み
よ 

 
 

い
っ
て
し
ま
っ
た 

ひ
と
と
き
の 

 
 

も
う
気
配
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
う
た
よ 

  
 
 
 
 
 

や
っ
ぱ
り
「
大
地
の
歌
」
を
買
お
う 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<

47
年
4
月
6
日> 

  

小
生
、
高
三
の
時
に
Ｆ
Ｍ
放
送
で
現
代
音
楽
に
驚
き
、
次
い
で
マ
ー
ラ
ー
の
「
大

地
の
歌
」
で
完
全
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
フ
ァ
ン
に
な
り
、
社
会
人
に
な
っ
て
早
々
に

購
入
し
た
の
が
サ
テ
ィ
の
ピ
ア
ノ
曲
全
集
だ
っ
た
。
楽
譜
の
読
め
な
い
音
楽
フ
ァ

ン
は
、
詩
人
音
楽
家
・
長
谷
川
太
に
励
ま
さ
れ
た
思
い
で
あ
る
。 

メ
モ
に
あ
る
が
、
詩
論
に
つ
い
て
は
谷
川
雁
の
方
法
に
賛
同
し
、
詩
は
山
村
暮

鳥
の
「
雲
」
を
特
に
好
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

最
後
に
「
あ
と
が
き
ふ
う
な
も
の
」
（
長
谷
川
静
）
か
ら
、 

「
若
い
時
か
ら
、
風
の
中
で
、
風
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
人
」
と
い
う
。 
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