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鴻
司
ふ
と
冬
か
げ
ろ
ふ
の
立
つ
丘
に

鳰
の
笛
耳
を
哀
し
く
し
て
ゐ
た
り

雪
来
る
か
志
功
天
女
の
陶
版
画

ふ
く
ろ
ふ
の
音
が
相
聞
の
こ
ゑ
と
な
る

綿
虫
を
掴
み
損
ね
て
米
寿
と
は

鳥
は
巣
に
枯
野
浄
土
と
な
り
ゐ
た
る

筆
擱
け
ば
寒
柝
の
音
の
遠
去
か
る

安
房
小
湊
浦
の
百
戸
の
明
の
春

枯
葎
わ
ら
わ
ら
と
日
の
差
し
込
め
る

蘆
を
刈
る
人
と
会
釈
を
交
は
し
け
り

枯
蘆
に
触
れ
水
鳥
の
声
に
触
れ

日
溜
り
の
床
几
に
座
せ
ば
笹
子
鳴
く

山
茶
花
が
散
る
言
の
葉
を
散
ら
す
ご
と

鳰の笛
主宰作品

増
成
栗
人
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副主宰作品　　

友
人
の
次
々
と
来
て
冬
薔
薇

冬
の
雨
レ
ト
ロ
な
ビ
ル
が
真
向
ひ
に

挽
き
た
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
珈
琲
飲
ん
で
冬

降
り
止
ま
ぬ
雨
の
銀
座
に
年
惜
し
む

マ
ド
レ
ー
ヌ
の
箱
を
抱
へ
て
冬
の
雨

ポ
イ
ン
セ
チ
ア
窓
辺
明
る
き
老
舗
か
な

山
茶
花
や
人
も
ま
ば
ら
な
六
丁
目

冬
や
な
ぎ
画
廊
探
し
て
歩
き
け
り

着
膨
れ
て
画
廊
を
狭
く
し
て
を
り
ぬ

コ
ー
ト
手
に
絵
画
の
月
を
仰
ぎ
た
る

�

�銀
座

谷
口
摩
耶

　
一
月
号
の
編
集
後
記
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
昨
年
の
十
二
月
に
、
銀
座

の
画
廊
で
山
彦
集
同
人
の
原
達
郎
さ
ん
の
個
展
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時

の
こ
と
を
今
回
、
拙
い
作
品
に
し
て
み
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
あ
ま
り
長

く
続
く
の
で
、
作
品
に
纏
め
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
い
つ
銀
座
に
行
か
れ
る
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。

き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
気
を
引
き
締
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
る

こ
の
頃
で
す
。
皆
様
も
ど
う
か
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。
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蜆
は
古
く
か
ら
肝
臓
に
よ
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は

蜆
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
オ
ル
ニ
チ
ン
と
呼
ば
れ
る
ア
ミ
ノ
酸

の
働
き
に
よ
る
も
の
で
す
。
体
内
で
ア
ン
モ
ニ
ア
の
解
毒
な
ど

に
役
立
ち
疲
労
回
復
や
二
日
酔
に
効
く
と
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。鉄
分
も
多
く
貧
血
気
味
の
方
に
は
あ
り
が
た
い
食
材
で
す
。

出
汁
も
よ
く
と
れ
ま
す
。

　
蜆
は
シ
ジ
ミ
科
の
二
枚
貝
で
小
形
。
虫
偏
が
付
く
の
も
小
さ

い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
淡
水
ま
た
は
汽
水
域
に
住
む
の
が
特
徴

で
す
。
海
岸
に
近
い
貝
塚
か
ら
は
浅
蜊
、蛤
、牡
蠣
な
ど
が
、又
、

湖
岸
近
く
の
貝
塚
か
ら
は
蜆
が
大
量
に
出
て
く
る
の
も
頷
け
ま

す
。

〈
蜆
汁
〉　
春
　
生
活
　
黄
疸
や
寝
汗
に
効
き
ま
す
。

　
　
し
じ
み
汁
い
の
ち
の
限
り
母
の
恩
　�

角
川
春
樹

　
　
蜆
汁
は
や
子
も
揃
ふ
こ
と
ま
れ
に
　�

中
村
汀
女

　
　
世
の
つ
ね
の
浮
き
沈
み
と
や
蜆
汁
　�

鈴
木
真
砂
女

　
　
牛
島
や
桜
に
早
き
蜆
汁
　�

正
岡
子
規

〈
蜆
〉　
春
　
動
物
　
傍
題
に
蜆
取
、
蜆
舟
、
蜆
掻
、
蜆
売
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
瀬
田
蜆
は
琵
琶
湖
が
有
名
で
す
。

　
　
水
替
へ
て
ひ
と
日
蜆
を
飼
ふ
ご
と
し
　�

大
石
悦
子

　
　
義
仲
を
と
ぶ
ら
ひ
た
れ
ば
瀬
田
蜆
　�

森
　
澄
雄

　
　
銭
数
ふ
唇
す
ぼ
め
蜆
売
　�

西
村
和
子

　
　
払
暁
の
湖
す
べ
り
ゆ
く
蜆
舟
　�
菊
池
育
子

〈
土
用
蜆
〉　
夏
　
動
物
産
卵
期
に
か
か
り
味
は
落
ち
ま
す
が
お

腹
に
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
土
用
蜆
母
へ
も
少
し
買
ひ
に
け
り
　�

星
野
麥
丘
人

　
　
離
乳
食
土
用
蜆
の
上
ず
み
を
　�

遠
藤
ア
サ
子

　
　
人
々
に
土
用
蜆
の
よ
ろ
こ
ば
る
　�

青
山
友
枝

〈
寒
蜆
〉　
冬
　
動
物
　
一
般
に
春
が
旬
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
実

は
冬
も
旬
で
す
。
土
壌
奥
深
く
ま
で
潜
り
栄
養
を
蓄
え
て
い
る

の
で
粒
も
大
き
く
黒
々
と
し
て
い
ま
す
。
寒
蜆
は
風
邪
薬
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
湖
の
小
石
ま
じ
り
し
寒
蜆
　�

長
谷
川
　
擢

　
　
老
斑
と
い
ふ
忘
れ
も
の
寒
蜆
　�

吉
田
鴻
司

　
　
と
つ
ぷ
り
と
湖
の
昏
れ
ゆ
く
寒
蜆
　�

井
伊
直
子

〈
蜆
蝶
〉　
春
　
動
物
　
も
ち
ろ
ん
食
べ
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

春
に
よ
く
見
か
け
る
小
さ
な
蝶
で
す
。

　
　
右
へ
左
へ
秒
速
い
か
に
蜆
蝶
　�

能
村
研
三

　
　
蜆
蝶
こ
ま
め
に
風
を
起
こ
し
け
り
　�

高
橋
道
子

　
　
候
補
者
の
知
ら
ぬ
路
地
あ
り
蜆
蝶
　�

高
木
嘉
久

　
他
に
も
蜆
の
つ
く
も
の
に
〈
蜆
花
〉
が
あ
り
ま
す
。
バ
ラ
科

で
小
さ
な
花
が
枝
い
っ
ぱ
い
に
つ
き
ま
す
。
ま
た
蜆
蝶
の
仲
間

で
シ
ジ
ミ
タ
テ
ハ
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

俳
句
に
詠
ま
れ
た
蜆
　	

　	

石
垣
真
理
子
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夜
の
蜆
う
す
む
ら
さ
き
の
吐
息
せ
り　

�

平
井
あ
い
子

森
多　
歩

　
砂
を
吐
か
せ
る
た
め
に
水
に
沈
ま
せ
た
蜆
を
し
ば
ら
く
見
て
い
る
と
、
と

き
お
り
ぷ
っ
と
水
を
吐
き
ま
す
。
く
す
っ
と
笑
っ
て
い
る
の
で
は
と
も
、
育
っ

た
ふ
る
さ
と
の
湖
に
思
い
を
馳
せ
、
も
う
帰
れ
な
い
と
落
胆
の
溜
息
な
の
か
、

と
も
見
え
ま
す
。
し
ん
し
ん
と
夜
が
更
け
る
頃
に
は
少
し
口
を
開
け
安
ら
か

に
眠
っ
て
い
る
か
に
静
か
に
な
り
ま
す
。

　
砂
を
吐
く
様
子
を
〈
う
す
む
ら
さ
き
の
吐
息
〉
と
捉
え
た
感
覚
が
と
て
も

繊
細
で
静
か
な
時
間
の
中
で
の
心
の
昂
り
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
よ
く
観
察
さ

れ
た
ロ
マ
ン
の
あ
る
作
品
で
す
。

　
近
く
の
商
店
街
の
魚
屋
で
は
、
蜆
は
季
節
を
問
わ
ず
売
ら
れ
て
い
て
、
魚

を
注
文
し
た
後
「
今
日
は
蜆
を
サ
ー
ビ
ス
い
た
し
ま
す
」
と
声
を
か
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
さ
っ
と
作
る
お
味
噌
汁
で
一
品
が
増
え
あ
り
が
た
い

存
在
で
す
。

　
　
砂
吐
き
し
蜆
に
静
か
な
る
夜
明
け　

�

谷
口　
洋

蜆
汁
は
や
子
も
揃
ふ
こ
と
ま
れ
に　

�

中
村
汀
女

水
沢
和
世

　
汀
女
俳
句
の
世
界
は
、
み
ほ
と
り
の
句
か
ら
出
発
し
て
い
る
。「
台
所
俳
句
」

等
と
嘲
弄
さ
れ
て
も
、
毅
然
と
自
身
の
姿
勢
を
変
え
る
事
は
な
か
っ
た
。
小

学
生
の
ご
子
息
に
「
こ
の
句
は
解
る
」
と
聞
く
事
も
多
く
、
句
作
を
続
け
た

と
回
顧
す
る
。
強
い
そ
し
て
、
や
さ
し
い
先
生
で
あ
っ
た
。
ご
指
導
へ
の
恩

返
し
は
、
未
だ
果
た
せ
ず
反
省
の
日
々
で
あ
る
。

　
掲
句
は
、
何
処
の
お
宅
に
で
も
見
ら
れ
る
風
景
。
お
子
様
の
成
長
と
共
に

一
抹
の
寂
し
さ
を
、
季
語
蜆
汁
に
語
ら
せ
た
の
に
は
、
江
津
湖
の
近
く
に
育
っ

た
事
に
由
来
す
る
の
で
は
。
魚
を
鈷
で
突
い
た
少
女
時
代
、
無
類
の
釣
り
好

き
だ
っ
た
。
飾
ら
ぬ
師
の
日
常
生
活
を
垣
間
み
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
、俳
句
は
、

自
分
史
の
芸
術
と
の
言
が
あ
る
。
自
分
を
曝
け
出
す
事
は
、
到
底
出
来
な
い

の
で
、
俳
句
は
作
り
た
く
な
い
と
、
友
人
に
断
ら
れ
た
記
憶
が
あ
る
。
下
手

で
も
、
日
本
の
四
季
を
詠
み
続
け
た
い
と
思
う
昨
今
で
あ
る
。

亡
び
た
る
国
の
光
や
蜆
汁　

�

高
野
ム
ツ
オ

待
場
陶
火

　
こ
の
句
を
探
り
当
て
た
と
き
私
の
脳
裡
は
七
十
五
年
前
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・

バ
ッ
ク
し
た
。

　
と
い
う
の
は
、長
く
露
国
の
虜
囚
と
な
っ
て
い
た
長
兄
が
復
員
し
て
き
た
折
、

酷
い
黄
疸
と
栄
養
失
調
で
悪
夢
に
苦
悶
、
も
の
も
言
わ
ず
長
ら
く
伏
せ
て
い

た
。
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
で
あ
る
。
当
時
は
こ
れ
と
い
っ
た
治
療
法
も
な
く
、

心
配
し
た
家
族
は
総
出
で
笊
や
籠
を
抱
え
て
近
く
に
あ
る
川
へ
雑
魚
や
蜆
を

捕
り
に
行
く
、
先
頭
に
立
っ
て
雑
魚
を
囃
し
立
て
た
自
分
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

蛋
白
源
の
乏
し
か
っ
た
貧
窮
時
代
の
一
駒
で
あ
る
。〝
日
本
の
夜
明
け
〟
が
も

う
目
の
前
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
と
は
よ
く
い
っ

た
も
の
で
山
河
が
生
き
る
光
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
現
今
、
豊
潤
な
国
に
な
っ
た
反
面
あ
の
時
の
き
れ
い
な
山
河
は
汚
れ
、
人
々

と
の
情
・
絆
が
希
薄
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
気
掛
か
り
で
な
ら
な
い
。

蜆
売
り
し
ば
ら
く
仰
ぐ
大
手
門　

�

飯
田
龍
太

小
澤　
冗

　
戦
後
間
も
な
い
食
料
事
情
の
あ
ま
り
良
く
な
い
頃
、
毎
朝
の
よ
う
に
、〝
あ

さ
り
～
、
し
じ
み
よ
～
〟
と
の
自
転
車
で
の
売
り
声
を
よ
く
耳
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
生
き
物
な
の
で
採
取
し
た
と
こ
ろ
か
ら
自
転
車
で
売
り
に
来
ら
れ

る
範
囲
に
生
活
し
て
い
な
い
と
そ
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
売
り
声
が
い
ま
で
も
懐
か
し
い
思
い
出
と
し
て
耳
に
残
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
掲
句
の
蜆
売
り
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
日
の
全
部
を
売
り
終
え
て
一
息
入
れ

て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
大
手
門
と
言
え
ば
、
大
き
な
乳
鋲
の
打
た

れ
て
い
る
立
派
な
門
と
思
え
る
。
大
き
な
乳
鋲
と
小
さ
な
黒
い
蜆
と
の
取
り

合
わ
せ
が
呼
応
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
。

　
蜆
は
四
～
五
月
頃
が
旬
で
ふ
く
よ
か
で
美
味
で
あ
る
が
、「
土
用
蜆
」「
寒
蜆
」

な
ど
四
季
を
通
じ
て
庶
民
の
食
卓
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
古
く
は

縄
文
の
時
代
に
は
す
で
に
貴
重
な
栄
養
源
と
し
て
食
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
遺

跡
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
私
に
は
昧
噌
汁
の
主
要
な
具
と
し
て
サ
イ
ク

ル
の
一
つ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
は
あ
る
は
あ
や
し
き
色
の
蜆
か
な　

�

高
尾
豊
子

祐　
森
司

「
あ
さ
り
～
し
じ
み
っ
」
行
商
の
浅
利
蜆
売
り
の
掛
け
声
で
、「
あ
さ
り
～
」
と

伸
ば
し
、「
し
じ
み
っ
」
と
切
る
。
い
つ
も
の
朝
の
音
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
他
に
も
「
な
っ
と
～
な
っ
と
な
っ
と
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
私
た
ち
と
土
地
と
は
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
食

物
は
、
自
分
た
ち
で
手
に
入
れ
る
こ
と
も
無
論
の
こ
と
出
来
た
の
だ
が
、
当

た
り
前
の
よ
う
に
行
商
が
来
て
、
そ
の
時
分
に
は
皆
が
待
っ
て
い
た
も
の
だ
。

行
商
と
は
、
時
間
の
区
切
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
少
年
だ
っ
た
私
は
、
女
学
生
の
従
姉
妹
に
連
れ
ら
れ
て
、
川
の
浅
瀬
で
蜆

を
採
っ
た
。
そ
こ
は
確
か
に
穴
場
で
あ
り
、
泥
の
中
か
ら
い
く
ら
で
も
採
れ

る
凄
ま
じ
さ
に
泣
き
出
し
そ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
。

　
そ
の
折
の
、蜆
そ
れ
ぞ
れ
の
暗
紫
の
輝
き
を
、今
も
重
さ
と
共
に
思
い
出
す
。

　
掲
句
の
ご
と
く
、
そ
れ
は
妖
し
き
黒
紫
で
あ
っ
た
。

「
蜆
」

特
集

蜆
の
一
句

　
「
蜆
」
を
詠
ん
だ
自
分
の
俳
句
、
ま
た
は
「
蜆
」
が
詠
ま
れ

た
愛
誦
の
句
と
、
そ
の
句
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
俳
句

の
な
か
で
の
「
蜆
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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乱
拍
子
足
袋
一
足
の
黙
進
む

天
中
に
蝕
終
は
り
た
る
冬
の
月

新
幹
線
高
崎
駅
に
小
鳥
来
る

境
内
に
ブ
ロ
ア
ー
響
く
落
葉
か
な

見
上
げ
て
は
皇
帝
ダ
リ
ア
の
茎
太
し

平
等
に
菓
子
を
配
り
て
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン

鬼
灯
や
母
と
交
は
せ
し
合
言
葉

木
枯
や
散
歩
を
終
へ
し
猫
の
声

ブ
ラ
ン
コ
の
取
り
外
さ
れ
し
雪
の
前

会
津
野
の
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
と
化
す
霧
の
中

滝
音
の
遠
き
に
聞
こ
ゆ
紅
葉
狩

紅
葉
且
つ
散
る
ダ
ム
一
望
の
慰
霊
の
碑

村
一
つ
沈
む
ダ
ム
湖
よ
薄
紅
葉

立
冬
の
朝
日
背
に
享
け
竹
箒

起
き
抜
け
の
白
湯
の
温
み
や
冬
に
入
る

た
ま
さ
か
の
カ
フ
ェ
で
の
ラ
ン
チ
冬
の
晴

足
湯
し
て
冬
を
迎
へ
る
道
の
駅

蟷
螂
の
骸
を
踏
ま
ず
ゆ
く
小
径

冬
の
空
皆
既
月
食
く
つ
き
り
と

真
夜
中
に
夫
の
咳
の
ま
だ
続
く

原
　
光
生

中
川
幸
恵

菊
池
ひ
ろ
子

中
田
晴
美

伊
勢
崎

会

津

船

橋

豊

川

滑
走
路
の
灯
り
が
と
も
る
冬
隣

秋
時
雨
草
書
の
文
字
の
滲
み
け
り

旅
先
の
野
沢
菜
お
や
き
赤
の
ま
ま

着
膨
れ
て
恋
の
映
画
を
見
て
を
り
ぬ

温
泉
の
湯
気
噴
き
上
が
る
冬
初
め

絵
馬
堂
に
十
一
月
の
日
の
差
せ
り

花
八
手
円
周
率
を
暗
記
せ
り

阿
修
羅
像
の
涙
袋
よ
冬
う
ら
ら

空
き
家
解
体
山
茶
花
の
散
り
や
ま
ず

廃
線
の
赤
き
ポ
イ
ン
ト
末
枯
る
る

綾
戸
五
十
枝

野
村
昌
代

習
志
野

松

戸

名鉄百貨店　ナナちゃん

　

名
古
屋
駅
直
結
の
名
鉄
百
貨
店
に
巨
大
マ
ネ
キ

ン
が
立
っ
て
い
る
。
身
長
６
メ
ー
ト
ル10

セ
ン

チ
の
通
称
「
ナ
ナ
ち
ゃ
ん
」。
季
節
に
合
わ
せ
て

装
い
を
改
め
、
待
ち
合
わ
せ
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
人

気
を
集
め
て
い
る
。
私
が
訪
れ
た
と
き
に
は
有
松

絞
り
の
浴
衣
を
着
て
い
た
。
今
回
は
名
古
屋
を
取

り
上
げ
る
。

　

名
古
屋
で
は
毎
月
第
二
日
曜
日
に
「
は
な
の
き

句
会
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

会
場
と
な
っ
て
い
る
の
が
名
古
屋
市
市
政
資
料

館
。
旧
名
古
屋
控
訴
院
・
地
方
裁
判
所
・
区
裁
判

所
庁
舎
の
こ
の
建
物
は
、
ネ
オ
・
バ
ロ
ッ
ク
様
式

の
荘
重
な
外
観
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
マ
ー
ブ
ル

塗
り
の
柱
が
壮
麗
な
中
央
階
段
室
な
ど
見
ど
こ
ろ

が
多
い
。
司
法
に
関
す
る
展
示
も
あ
り
、
法
廷
の

様
子
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。
地
下
の
留
置
場
や
独

房
の
復
元
は
展
示
と
い
え
ど
も
怯
ん
で
し
ま
う
。

　

は
な
の
き
句
会
に
は
何
度
か
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
ん
な
歴
史
的
建
造
物
で

句
会
が
で
き
る
な
ん
て
！　

と
感
動
し
て
し
ま
っ

た
。
館
内
を
見
学
し
て
色
々
と
写
真
を
撮
っ
た
。

　

は
な
の
き
句
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
句
会
で
も
ご
一
緒
し
て
い
る
方
が
多
く
、
勝
手

に
仲
間
意
識
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
前
、
は
な
の
き
句
会
に
参
加
し
た
際
に
、
周

辺
を
少
し
歩
い
て
会
場
に
向
か
っ
た
の
だ
が
、
名

古
屋
城
の
外
堀
が
印
象
的
だ
っ
た
。
周
辺
は
市
役

所
や
県
庁
な
ど
も
あ
り
、
官
庁
街
を
空
堀
が
囲
っ

て
い
る
。

　

こ
の
空
堀
の
野
に
晒
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
い
い

な
と
思
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
堀
を
か
つ
て
電
車
が

走
っ
で
い
た
と
廃
線
紀
行
の
本
を
読
ん
で
知
っ

た
。

　

名
鉄
瀬
戸
線
の
こ
の
区
間
は
「
お
堀
電
車
」
し

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
大
津
町
駅
跡
に
は
駅
へ
下
り

る
階
段
が
残
っ
て
い
る
。

　

は
な
の
き
句
会
の
田
辺
満
穂
さ
ん
は
以
前
こ
の

駅
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
そ
う
で
、
取
材
き
せ
て

い
た
だ
い
た
。

　

大
津
町
駅
か
ら
お
堀
電
車
に
乗
っ
て
二
年
間
、

学
校
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
「
今
は
住
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
堀
を

出
れ
ば
田
園
、
丘
陵
、
山
と
い
う
風
景
で
し
た
。

驚
い
た
の
は
、
電
車
の
扉
の
開
閉
を
手
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
通
学
、
下
校
時
の
朝

夕
は
二
両
編
成
で
、
そ
れ
以
外
は
一
両
だ
っ
た
の

で
は
」

　

満
穂
さ
ん
の
よ
う
に
通
学
な
ど
で
利
用
す
る
人

の
他
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
市
民
が
利
用
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

焼
き
物
で
知
ら
れ
る
瀬
戸
方
面
か
ら
名
古
屋
市

内
へ
来
る
た
め
の
利
用
は
多
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

　

現
在
、
こ
の
空
堀
の
草
む
ら
に
は
夏
に
な
る
と

姫
蛍
が
飛
び
交
い
、
市
民
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　

は
な
の
き
句
会
に
は
改
め
て
顔
を
出
し
た
い
も

の
だ
。

　
〈
は
な
の
き
句
会
代
表
の
半
谷
洋
子
さ
ん
に
も

取
材
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
〉



俳誌のサロン


