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アイザック・ローゼンバーグ「戦争のしらせを初めて聞いて」（1914）
On Receiving the First News of the War

◆Isaac Rosenberg (1890～1918)
詩人、画家。第一次世界大戦に従軍して作品を遺した英国詩人の代表的なひとりとして知られる

（彼らの叙述的な定型詩が、アメリカ的モダニズムとは異なる「英国のモダニズム詩」なのだとの
見方もある）。リトアニア系ユダヤ人移民の家庭に生まれ、戦争には道義的に反対であり、健康や
体格面でも恵まれなかったにもかかわらず、貧困や就職難などから 1915 年に入隊。フランスに渡
った後、時には入院しながら戦場でも詩作を続けるが、1918 年に戦死。
病弱のため、姉の住む南アフリカで転地療養中に書いたのが上記の作品。「厳寒」の歴史到来を思
わせる開戦は 1914 年 7 月。英国からすれば温暖な南アでは、真冬にあたる季節であった。

詩の海へ―英語詩の世界 ②

安西佐有理 訳

Snow is a strange white word;
No ice or frost
Has asked of bud or bird
For Winter’s cost.

Yet ice and frost and snow
From earth to sky
This Summer land doth know;
No man knows why.

In all men’s hearts it is:
Some spirit old
Hath turned with malign kiss
Our lives to mould.

Red fangs have torn His face,
God’s blood is shed:
He mourns from His lone place
His children dead.

O ancient crimson curse!
Corrode, consume;
Give back this universe
Its pristine bloom.

Cape Town, 1914

雪は白くて奇妙な言葉
どんな氷や霜であれ
蕾や鳥には求めない
冬の犠牲になることを

それでも氷と霜、雪を
大地と空のうえにまで
この夏の国は知っている
人は理由を知らないが

あらゆる人の心には
なにやら古来の霊がいて
悪意に満ちたくちづけで
僕らのいのちを黴させる

顔を引き裂く赤い牙
神は血潮を流された
孤独な座から悼むのは
死んでしまった子どもたち

ああ、いにしえの深紅の呪い！
蝕むがいい、食いつくせ
宇宙に返してやってくれ
原初の無垢に咲く花を

ケープタウンにて、1914 年

編集部だより★92／77 年間つづいた「戦間期」は終わりを告げたのだろうか。「ウクライナ戦争」が長期化す
る様相を呈してきた。短期決戦による首都キエフ陥落を目指したと思われるロシア軍だったが、ウクライナ軍
の頑強な抵抗にあい、開戦一カ月を過ぎても、首都攻略にはいたっていない。一方でウクライナ東部ではロシ
ア軍による占領地域が増えていることもあって、戦線が膠着することが予想される。いま、日本や欧米に生き
る人たちは、この戦争を〈専制主義国家 vs 民主主義国家〉の戦争と位置づけて、帝国主義的侵略戦争を画策し
たプーチン大統領を、とんでもない戦争犯罪人と決めつけている。もちろん軍隊による民間人殺害はあっては
ならないし、突如日常生活が破壊されたウクライナの人たちの苦難を思うと、遠く日本に住んでいるわたしも
いてもたってもいられない心情となる。しかし、である。ロシアでは約６割の国民がプーチン大統領が起こし
た侵略戦争を支持しているのである。もちろん徹底した情報統制を敷いている国家なので、国民は真実を知ら
ないだけかもしれない。しかし、日本国内において、先の大戦では、国民のほとんどが、「鬼畜米英」に勝利す
るために、「１億総火の玉」となって戦争遂行に協力していたではないか。その戦争は「太平洋戦争」だと名付
けられているが、われわれ日本人はアジアに侵攻して、「大東亜共栄圏」確立の「大義」のためにアジア諸国を
蹂躙してきた。77 年前まで日本国とわれわれ日本人は、帝国主義的侵略戦争を国民の殆どの「支持」をもとに
遂行していたことを思い起こすべきだろう。そして、国民を扇動し、戦争遂行を画策した当時の軍部や支配者
階層を、われわれはどれだけ断罪できているのだろうか。／世情騒乱の今月、第一部読書会の語りては、小辻
昌平さん（直木三十五記念館事務局長）です。テーマは、「大衆文学について」です。（大橋愛由等）
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◆

モ
ル
ト
フ
・
カ
ク
テ
ル
 詠
　

岩
脇
リ
ー
ベ
ル
豊
美

編
み
か
け
の
毛
布
編
み
な
が
ら
逃
げ
る

モ
ル
ト
フ
・
カ
ク
テ
ル
に
配
合
す
る
冬
菫

潔
白
な
る
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
に
赤
き
春
時
雨

迷
彩
服
兵
士
ア
イ
ス
舐
め
ワ
イ
ン
酌
む
春
コ
ー
ト

青
黄
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
通
る
ま
え
と
通
っ
て
か
ら

海
底
ケ
ー
ブ
ル
混
線
し
た
の
と
電
話
の
嘘

心
痛
む
と
片
付
け
て
穀
倉
地
帯
の
飢
餓

ワ
ル
シ
ャ
ワ
ま
で
逃
げ
た
母
子
ベ
ル
リ
ン
に
送
る

い
た
ず
ら
に
重
ね
る
春
秋
を
砲
声
一
瞬
で

銃
向
に
躊
躇
う
有
明
の
月
燃
え
尽
き

◆

十
七
文
字
の
反
戦
　

我
句
灯

�

�

�

の
会

支
援
の
輪
広
が
り
い
き
て
花
便
り
　
（
粗
公
）

啓
蟄
や
戦
場
の
土
ま
だ
溶
け
ず
　
　
（
夏
生
）

傍
観
の
我
が
身
疎
ま
し
キ
エ
フ
の
春
（
古
道
）

春
の
空
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
隠
し
持
ち
（
華
泉
）

外
つ
国
の
ス
ピ
ー
チ
届
き
草
萌
え
る
（
卉
月
）

44

◆

益
田
っ
こ
通
信
  89
号元�

�
�

正
章

▼
プ
ー
チ
ン
、
汝
権
力
へ
の
意
志
に
憑
か
れ
た
る
か
や

〈
2022.03
半
ば
(パ
ー
ト
Ⅱ
)〉

世
界
中
を
震
撼
さ
せ
て
余
り
あ
り
、
な
お
か
つ
批
判
の
対
象
は
集
中
砲
火
を

浴
び
る
ほ
ど
に
プ
ー
チ
ン
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
今
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢

は
予
断
を
許
さ
な
い
。
な
の
に
彼
は
泰
然
自
若
と
し
て
悔
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
、

そ
こ
が
疑
問
で
あ
っ
た
。彼
の
野
望
が
、か
つ
て
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
帝
国
の
復
興

と
栄
光
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
一
国
の
独
裁
者
と

し
て
君
臨
し
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、そ
こ
に
哲
学
が
あ
る
は
ず
だ
。そ
れ
を
ニ

ー
チ
ェ
の
「
権
力
へ
の
意
志
」（
我
が
も
の
と
し
、
支
配
し
、
よ
り
以
上
の
も
の
と
な
り
、

よ
り
強
い
も
の
と
な
ろ
う
と
す
る
意
欲
。善
と
は
何
か
―
―
力
の
感
情
を
、力
へ
の
意
志
を
、人

間
の
う
ち
に
あ
る
力
そ
の
も
の
を
高
め
る
す
べ
て
の
も
の
）
に
求
め
た
い
。
つ
ま
る
と
こ

ろ
、彼
は
自
分
自
身
が
ロ
シ
ア
の
国
と
一
体
化
し
て
、そ
の
救
い
主
た
ら
ん
と
し

て
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
。
盲
目
の
「
裸
の
王
さ
ま
」
と
な
っ
た
と
し
て

も
、
恐
れ
る
に
足
ら
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
男
に
は
、
市
民
の
日
常
生
活
の
光

景
な
ど
眼
中
に
な
い
。
そ
の
限
り
「
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
無
辜
の
市
民
の

声
な
ど
耳
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
生
き
馬
の
目
を
抜
く
よ
う
な
熾
烈
な
権
力
闘

争
を
戦
い
抜
い
た
男
の
生
き
ざ
ま
に
と
っ
て
、「
悪
と
は
何
か
―
―
弱
さ
に
由
来

す
る
す
べ
て
の
も
の
」（『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』）
と
な
っ
て
何
ら
不
思
議
で
も
な
い
。

人
の
人
と
し
て
の
心
を
失
っ
た
彼
に
（
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
）、
源
実

朝
の
歌
（
百
人
一
首
所
収
）
を
与
え
た
い
。

世
の
中
は
　
常
に
も
が
も
な
　
渚
漕
ぐ
　
あ
ま
の
小
舟
の
　
綱
手
か
な
し
も

世
の
中
は
常
に
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
浜
辺
を
漕
ぎ
行
く
漁

師
の
小
舟
が
綱
に
引
か
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
光
景
を
見
る
に
つ
け
心
が
動
か

さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　

◆

同
心
円
　

野
口
 裕

同
じ
点
か
ら
進
ん
で
行
く
縁
が

徐
々
に
離
れ
て
過
去
と
未
来
を
目
指
す

波
紋
の
よ
う
に
見
え
る
が

実
は
声
な
の
だ
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ART NOTE―③

レ
ッ
ス
ン
１
―
２
の
反
省

・
な
め
ら
か
な
階
調
に
な
り
ま
し
た
か
？

・
画
面
を
手
で
擦
る
と
ボ
ケ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。

・
筆
跡
の
密
度
が
完
成
度
の
高
さ
や
質
感
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

・
明
る
く
、高
い
密
度
で
描
く
に
は
鉛
筆
の
種
類
を
使
い
分
け
る
こ
と
と
、鉛
筆
を
軽

く
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
使
う
こ
と
で
す
。

○
レ
ッ
ス
ン
　
１
―
３
　
立
方
体
（
単
体
）

１
　
明
暗
・
立
方
体

・
三
段
階
の
明
暗
で
す
。
形
は
立
方
体
を
使
い
ま
す
。

２
　
立
方
体
を
描
く
　
（
課
題
の
目
標
）

・
レ
ッ
ス
ン
１
―
１
で
描
い
た
三
段
階
の
明
る
さ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
立
方

体
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。立
方
体
は
正
六
面
体
で
す
が
、三
面
の
明
る
さ
で
描

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。二
面
し
か
見
え
な
い
位
置
も
あ
り
ま
す
が
、三
面
が
見
え
る

よ
う
に
描
い
て
く
だ
さ
い
。

・
右
上
、
手
前
か
ら
の
自
然
光
を
想
定
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
注
意
点
（
ヒ
ン
ト
）

・
定
規
を
使
っ
て
立
方
体
を
描
い
て
も
よ
ろ
し
い
が
、
で
き
る
だ
け
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

で
正
確
に
軽
い
筆
致
で
描
き
ま
し
ょ
う
。

・
立
方
体
の
輪
郭
と
Ｙ
字
形
の
角
に
黒
い
線
を
入
れ
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
ら
だ
て
つ
ろ
う
（
美
術
家
）

（
大
人
の
絵
画
教
室
）（

3

珈
琲
タ
イ
ム
レ
ッ
ス
ン

   

　

　

　

　

　

　
　

 

      
  

    　

　

      　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　

66

最
近
、
ま
た
日
本
各
地
で
の
地
震
が
増
え
て
き
た
。

27
年
前
の
1
9
9
５
年
1
月
17
日
、
私
は
ア
メ
リ
カ
に
い
た

が
、
そ
の
9
日
前
ま
で
日
本
に
い
た
。

珍
し
く
年
末
年
始
を
日
本
で
過
ご
す
た
め
に
1
9
9
4
年
12

月
1
日
成
田
に
着
い
て
、数
日
間
浦
安
や
東
京
に
滞
在
し
た
後
、

実
家
の
あ
る
西
宮
に
向
か
っ
た
。

そ
の
年
の
11
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
北
海
道
や
青
森
で
地
震

が
続
い
て
起
こ
っ
て
い
た
の
で（
次
は
東
京
か
な
）な
ん
て
ぼ
ん
や

り
と
思
っ
て
い
た
。
ま
さ
か
兵
庫
県
で
あ
ん
な
大
き
な
地
震
が

起
こ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
 

久
し
ぶ
り
に
お
正
月
を
実
家
で
過
ご
し
、
母
の
作
っ
た
お
せ

ち
料
理
に
舌
鼓
を
う
ち
、
近
く
の
神
社
で
初
詣
も
す
ま
し
て
き

た
。お

正
月
と
い
う
こ
と
で
、母
は
一
番
い
い
食
器
、有
田
焼
の
食

器
を
出
し
て
い
た
の
だ
が
、「
誰
か
が
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
と
流
し
に

置
く
か
ら
、
端
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
」
と
私
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し

た
。
私
を
疑
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
で
も
確
か
じ
ゃ
な
い
の
で
、

私
は
黙
る
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
1
月
9
日
に
ア
メ
リ
カ
に
戻
っ
た
の
だ
が
、
16
日
の

夕
方
テ
レ
ビ
を
つ
け
、
N
H
K
の
国
際
放
送
を
観
て
い
た
の
だ

が
、画
面
だ
け
で
音
声
が
出
な
い
。そ
の
画
面
も
、町
の
所
々
で

火
の
手
が
上
が
り
、
電
車
が
脱
線
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。（
一

体
何
が
起
こ
っ
た
の
？
）と
思
っ
て
い
る
と
電
話
が
鳴
っ
た
。N
T

T
長
田
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
合
弁
会
社
に
出
張
で
来
て

い
る
若
い
日
本
人
男
性
か
ら
だ
っ
た
。

彼
が
言
う
に
は
、兵
庫
県
で
大
き
な
地
震
が
あ
っ
て
、彼
の
神

戸
・
長
田
の
実
家
も
被
害
に
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
私
の
実
家

が
西
宮
に
あ
る
と
い
う
の
を
知
っ
て
か
け
て
く
れ
た
の
だ
。

す
ぐ
に
実
家
に
電
話
す
る
が
、
通
じ
な
い
。

そ
れ
で
浦
安
市
の
友
人
に
連
絡
し
て
、
西
宮
に
電
話
し
て
も

ら
う
と
、
な
ん
と
か
み
ん
な
無
事
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
家
も
壁
に
少
し
ヒ
ビ
が
入
っ
た
程

度
で
す
ん
だ
と
い
う
。

し
か
し
、普
段
使
い
の
食
器
だ
け
で
な
く
、母
の

自
慢
の
例
の
高
級
食
器
は
全
部
割
れ
て
し
ま
っ
た
。ま
あ
、食
器

ぐ
ら
い
で
す
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
う
。

同
じ
年
の
9
月
、私
達
は
再
び
日
本
を
訪
れ
た
。夫
が
先
に
ア

メ
リ
カ
に
戻
っ
た
10
月
の
何
日
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
時
差
ぼ
け
も

あ
っ
て
夜
中
の
2
時
に
目
が
覚
め
て
ト
イ
レ
に
行
っ
た
ら
家
が

揺
れ
た
。1
月
の
地
震
の
余
震
だ
っ
た
。西
宮
で
も
震
度
4
の
揺

れ
で
１
人
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

2
0
1
4
年
赤
穂
市
に
家
を
建
て
た
が
、
地
震
を
考
慮
し
て

ヘ
ー
ベ
ル
ハ
ウ
ス
に
し
た
し
、
地
震
保
険
に
も
入
っ
た
。
  

こ
れ
以
上
大
き
な
地
震
が
起
き
な
い
の
を
願
う
ば
か
り
だ
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
有
田
焼
 ⑬
—
—
—
モ
ス
堀
渕
敬
子
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◆

た
た
み
か
け
る
　
　
　
　
　

に
し
も
と
め
ぐ
み

君
の
か
ら
だ
の
温
も
り
で
目
が
覚
め
る
　
火
と
燃
え
る
命
の
熱
さ
よ

守
り
　
支
え
　
繋
ぎ
　
笑
顔
が
世
界
に
あ
ふ
れ
ま
す
よ
う
に
　
手
を

さ
し
の
べ
る
人
が
い
つ
も
か
た
わ
ら
に
い
ま
す
よ
う
に
　
そ
れ
で
も

ひ
と
り
で
も
　
前
を
む
け
ま
す
よ
う
に
　
命
が
　
命
を
生
み
続
け
る

愛
お
し
く
　
哀
し
い
　
切
な
い
命
よ
　
ど
ど
っ
　
ど
ど
っ
　
ど
ど
っ
　

ど
　
ど
っ
　
ど
ど
っ
　
ど
　
ど
　
ど
　
ど
　
 鼓
動
よ
続
け
　
生
き
ろ

88

◆

夭
逝
の
は
ず
だ
っ
た
の
に
ア
ラ
コ
キ

前
田
雅
正

ぼ
く
は
生
ま
れ
た
時

二
〇
〇
〇
グ
ラ
ム
ほ
ど
の

未
熟
児
だ
っ
た

近
医
は
こ
の
子
は

育
た
な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た

し
か
し
保
育
器
に
も
入
ら
ず

な
ぜ
か
生
き
残
っ
た

し
ば
ら
く
し
て

お
や
じ
の
結
核
が
う
つ
り

肺
門
リ
ン
パ
腺
と
な
っ
た

さ
き
の
近
医
は
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
と

治
療
を
拒
否
し
て
さ
じ
を
投
げ
た

た
ま
た
ま
産
科
医
だ
っ
た
叔
父
が

死
ん
で
も
や
む
を
得
ぬ
了
解
の
も
と

僕
の
腕
よ
り
太
い
注
射
を
打
ち

卵
を
呑
ん
だ
蛇
の
よ
う
な
腕
に
な
り
な
が
ら

ま
た
し
て
も
生
き
残
っ
た

で
も
大
人
に
な
る
ま
で
は

生
き
な
い
だ
ろ
う
と
の
見
立
て
で
あ
っ
た

い
つ
結
核
が
再
発
す
る
か
わ
か
ら
ぬ

予
後
の
非
常
に
悪
い
病
気
だ
っ
た
の
だ

幼
年
時
代
は

年
の
三
分
の
一
ほ
ど
は

病
臥
し
て
い
る
子
供
だ
っ
た

厳
し
く
育
て
ら
れ
た
兄
と
は
異
な
り

親
に
は
勉
強
し
ろ
と
も

し
ゃ
ん
と
し
ろ
と
も

何
に
も
云
わ
れ
な
か
っ
た

兄
は
そ
の
辺
の
事
情
を
知
ら
ず
に
い
て

六
〇
年
以
上
た
っ
た
今
で
も

不
公
平
な
扱
い
だ
っ
た
親
を

恨
み
に
思
っ
て
い
た
よ
う
だ

二
五
歳
の
時

ギ
ラ
ン
バ
レ
ー
を
患
い

ま
た
し
て
も
命
の
危
機
に
陥
っ
た

手
も
足
も
だ
ん
だ
ん
動
か
な
く
な
り

箸
も
持
て
な
く
な
っ
た
時

今
度
こ
そ
ダ
メ
か
と
思
っ
た

筋
肉
の
萎
縮
が
肺
ま
で
行
く
と
気
管
切
開

心
臓
ま
で
行
け
ば
お
し
ま
い

で
も
ま
た
し
て
も
生
き
残
っ
た

二
五
歳
を
過
ぎ
れ
ば

も
う
夭
逝
で
は
な
い
と
思
っ
た

死
と
対
峙
し
た

そ
れ
ま
で
の
緊
張
が
噓
の
よ
う
に

そ
の
後
は
フ
ワ
フ
ワ
と
の
ん
び
り
と
生
き
た

気
が
付
く
と
間
も
な
く
古
希
と
な
る

ア
ラ
カ
ン
を
過
ぎ
て
ア
ラ
コ
キ
だ

思
い
も
か
け
ず
長
く
余
生
を
送
っ
た
が

ぼ
く
は
い
っ
た
い
何
を
為
し
た
の
だ
ろ
う
か



1010

◆

『
マ
ル
ク
ス
の
場
合
』
―
「
犬
の
系
譜
」
①

諸
井
 学

あ
る
夜
、
家
に
泥
棒
が
来
て
、
倉
庫
の
窓
か
ら
毒
入
り
の
肉
を
ハ
チ
に
与
え
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
ハ
チ
は
足
元
に
投
げ

ら
れ
た
肉
を
口
に
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
吠
え
る
こ
と
も
な
く
、
唸
り
声
を
あ
げ
て
泥
棒
を
追
い
払
っ
た
ら
し
い
の
だ
。

と
い
う
の
は
、
同
じ
夜
、
同
じ
手
口
で
近
所
の
衣
料
品
店
に
泥
棒
が
入
っ
た
と
い
う
。
何
々
を
盗
ら
れ
た
ら
し
い
、
金
も
や
ら
れ
た

ら
し
い
と
、
大
人
た
ち
が
賑
や
か
に
言
い
合
っ
て
い
た
。
そ
こ
の
番
犬
は
あ
え
な
く
毒
殺
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
わ
が
家
に
も
警
察
が

来
て
、
父
か
ら
話
し
を
聞
い
た
あ
と
、
そ
の
毒
入
り
の
肉
を
持
ち
帰
っ
た
。

祖
母
は
そ
の
夜
の
ハ
チ
の
武
勇
伝
を
近
所
の
八
百
屋
や
魚
屋
で
盛
ん
に
喧
伝
し
た
。

「
泥
棒
が
な
あ
、
窓
か
ら
毒
入
り
の
肉
を
放
っ
た
け
ど
、
ハ
チ
は
見
向
き
も
せ
ず
泥
棒
に
唸
り
声
を
上
げ
た
ん
や
。
吠
え
た
ん
と
違

う
、
唸
っ
て
泥
棒
を
追
い
払
っ
た
ん
や
」

祖
母
は
ま
る
で
そ
の
場
で
見
て
い
た
か
の
よ
う
に
自
ら
脚
色
し
、
み
ん
な
に
吹
聴
し
た
。

ハ
チ
は
近
所
で
英
雄
に
な
り
、
近
所
の
犬
た
ち
を
支
配
し
た
よ
う
だ
。
子
分
も
た
く
さ
ん
で
き
て
散
歩
の
道
す
が
ら
あ
ち
こ
ち
の
犬

が
ハ
チ
に
挨
拶
を
し
た
。
学
校
帰
り
に
八
百
屋
の
裏
庭
で
、
鎖
で
繋
が
れ
た
犬
に
の
し
か
か
っ
て
懲
ら
し
め
て
い
た
。
「
ハ
チ
！
」
と

声
を
か
け
た
が
、
わ
た
し
の
方
を
振
り
向
い
た
だ
け
で
襲
い
続
け
た
。
余
程
の
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ハ
チ
に
は
ハ
チ
の
事
情
が

あ
る
の
だ
、
と
納
得
し
て
家
に
帰
っ
た
。

そ
ん
な
ハ
チ
は
、
冬
の
朝
、
倉
庫
の
隅
で
身
を
隠
す
よ
う
に
し
て
死
ん
で
い
た
。

わ
た
し
が
小
学
二
年
生
の
と
き
だ
っ
た
。
わ
た
し
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
、
ハ
チ
に
挨
拶
し
よ
う
と
犬
小
屋
へ
行
く
と
、
い
つ
も
と
違

っ
て
小
屋
の
中
で
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
た
。
わ
た
し
が
再
び
呼
び
か
け
る
と
の
そ
り
と
出
て
き
た
。
少
し
弱
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
た

け
れ
ど
、
そ
の
と
き
ま
さ
か
死
ぬ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

祖
母
は
「
ハ
チ
が
死
ん
だ
」
「
ハ
チ
が
死
ん
で
し
も
う
た
」
と
近
所
に
言
い
ま
わ
っ
た
。
そ
の
姿
は
い
つ
も
の
祖
母
と
は
違
っ
て
声

が
か
す
れ
て
い
た
。

祖
母
は
裏
庭
の
板
塀
の
隅
に
、
住
み
込
み
の
店
員
に
穴
を
掘
ら
せ
た
。

「
キ
ー
や
ん
、
す
ま
ん
け
ど
、
も
う
ち
ょ
っ
と
深
こ
う
掘
っ
て
か
！
」

祖
母
は
四
肢
を
伸
ば
し
て
横
た
わ
っ
た
ハ
チ
を
抱
え
て
、
穴
に
放
り
込
ん
だ
。
ハ
チ
は
す
で
に
硬
直
し
て
い
て
、
黒
い
土
の
中
で
物

体
に
な
っ
て
い
た
。
キ
ー
や
ん
が
慌
て
て
土
を
そ
の
上
に
か
け
、
埋
め
戻
し
た
。
最
後
は
祖
母
が
ス
コ
ッ
プ
を
手
に
し
て
土
塚
に
し

た
。
祖
母
の
頬
に
涙
が
流
れ
て
い
た
。

す
べ
て
が
終
わ
る
と
、
祖
母
は
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
蝋
燭
と
線
香
を
立
て
、
数
珠
を
手
に
し
て
経
を
読
ん
だ
。
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
、
ナ
ン

マ
ン
ダ
ブ
…
。
仏
壇
の
前
で
す
る
よ
う
に
、
わ
た
し
も
祖
母
の
隣
で
両
手
を
合
わ
せ
た
。

11／「月刊まろうど」 Vol.171 2022.03.2711／「月刊まろうど」 Vol.171 2022.03.27

海
猫
堂
店
仕
舞
記
⑭千

田
草
介

〈
戦
隊
〉
と
は
い
え
非
暴
力
主
義
に
徹
し
て
、
敵
と
戦
う
手
段
は
ク
イ

ズ
だ
と
い
う〈
機
動
星
隊
シ
ゴ
セ
ン
ジ
ャ
ー
〉。お
よ
そ
十
人
ほ
ど
と
い

わ
れ
る
構
成
員
の
一
人
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
猫
を
十
匹
ば
か
り
飼
っ

て
い
る
少
女
で
、あ
る
と
き
彼
女
が
天
文
科
学
館
裏
一
帯
で〈
子
午
線
〉

を
猫
た
ち
に
食
べ
さ
せ
て
い
る
の
を
見
か
け
、
猫
た
ち
が
あ
ま
り
に
も

美
味
そ
う
に
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、食
べ
残
し
の〈
子
午
線
〉

を
こ
っ
そ
り
拾
っ
て
帰
り
、
猫
ま
ん
ま
に
入
れ
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
に
食
わ

せ
て
や
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
っ
た
。
東
経
一
三
五
度
の
位
置
で
食
べ

れ
ば
無
害
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
で
も
ズ
レ
る
と
毒
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ

と
を
私
は
知
ら
な
か
っ
た
。
鼠
と
馬
が
天
体
望
遠
鏡
を
の
ぞ
い
て
い
る

絵
を
あ
し
ら
っ
た
〈
子
午
線
〉
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
裏
に
は
経
度
が
外
れ

る
こ
と
へ
の
注
意
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
定
価
一
三
五
円
を
ケ
チ

っ
た
が
た
め
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

〈
シ
ゴ
セ
ン
ジ
ャ
ー
〉
は
時
と
宇
宙
を
守
る
べ
く
、
宿
敵
〈
ブ
ラ
ッ
ク

星
博
士
〉
と
、
ま
る
で
イ
ン
ド
ラ
と
ア
シ
ュ
ラ
の
よ
う
な
永
劫
の
闘
い

を
つ
づ
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
戦
闘
の
現
場
を
見
た
こ
と
は

な
い
。た
だ
、ブ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
か
ら
星
を
せ
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、か

の
宿
敵
同
士
が
た
ち
ま
ち
共
闘
し
て
防
衛
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

「
と
も
あ
れ
、
ク
イ
ズ
合
戦
を
制
し
な
け
れ
ば
、
星
の
獲
得
は
む
ず
か

し
い
で
し
ょ
う
。
ダ
ジ
ャ
レ
を
並
べ
る
〈
ブ
ラ
ッ
ク
博
士
〉
へ
の
対
処

も
考
え
な
い
と
」

「
た
と
え
ば
、
ど
ん
な
仕
掛
け
を
し
て
く
る
の
か
ね
」
ミ
ロ
ク
さ
ん
が

た
ず
ね
た
。

「
な
ぜ
夜
空
に
便
座
が
な
い
の
か
、
と
か
」

「
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は
大
便
な
ど
せ
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。も
っ
と

も
神
と
い
え
ど
Ａ
感
覚
は
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
な
。
黒
博
士
と
や
ら

は
坂
口
安
吾
の
〈
風
博
士
〉
の
た
ぐ
い
か
ね
？
」

「
双
子
座
の
二
人
が
喧
嘩
を
し
た
ら
何
座
に
な
る
、と
か
い
う
問
い
を

仕
掛
け
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
ダ
ジ
ャ
レ
で
応
じ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
」

「
そ
れ
は
難
問
や
な
」

「
イ
ザ
コ
座
、
が
答
え
で
す
」

「
あ
ほ
ら
し
」
ミ
ロ
ク
さ
ん
は
鼻
白
ん
で
顔
を
ゆ
が
め
た
。

「
な
に
は
さ
て
、
月
照
寺
へ
行
っ
て
み
よ
」
と
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
が
言
っ

た
。「
天
文
科
学
館
を
見
下
ろ
し
て
策
を
考
え
た
ら
え
え
や
ん
」

私
た
ち
は
山
陽
電
車
に
乗
り
、〈
人
丸
前
〉
駅
で
降
り
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
つ
づ
く
）

連載
小説
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ベ
ン
チ

中
嶋
康
雄

ひ
っ
か
き
傷
が
つ
い
て
い
る

角
の
ペ
ン
キ
が
剥
げ
て
い
る

つ
ま
ら
な
い
蝶
が

と
ま
り
そ
う
で
と
ま
ら
ら
な
い

鳥
の
糞
も
こ
び
り
つ
き

な
ま
ぬ
る
い
雨
の
日
に
は

虫
が
べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
死
ん
で
い
る

ベ
ン
チ
の
隣
に

ベ
ン
チ
が
あ
り

そ
の
隣
に

ベ
ン
チ
が
あ
り

ひ
っ
か
き
傷
が

少
し
ず
つ

違
っ
て
い
る

蟻
が
一
匹
迷
っ
て
い
る

電
車
が
や
っ
て
く
る

ド
ア
が
開
い
て
す
ぐ
閉
ま
る

定
刻
に

す
ず
め
一
羽

蟻
を
つ
い
ば
む

う
す
よ
ご
れ

お
ば
あ
さ
ん
が

ベ
ン
チ
に
す
わ
っ
て

う
つ
む
い
て
い
る

こ
ど
も
た
ち
が
よ
け
て
い
る

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

何
度
も
何
度
も
頭
を
さ
げ
る
男
が
い
る

こ
ど
も
た
ち
が
男
を
横
目
で
見
な
が
ら

怯
え
て
い
る

ス
マ
ホ
の
画
面
で

な
に
か
を
捜
し
て
い
る

画
面
が
す
こ
し
笑
っ
て
い
る

指
先
が
吸
い
込
ま
れ

も
や
も
や
し
て
い
る

や
っ
と
電
車
が
や
っ
て
く
る

扉
か
ら
冷
気
を
吐
き
出
す

空
気
も
ゆ
が
み

ゆ
が
み

ス
マ
ホ
に

頭
が
飲
み
込
ま
れ

ま
ち
う
け
画
面
が
波
打
っ
て
い
る

す
ぐ
に

胴
も

足
も

消
え

髪
と
鞄
が

残
さ
れ

鞄
の
中
身
が
は
み
出
て
い
る

こ
ど
も
の

名
前
が

恨
ん
で
い
る

ベ
ン
チ
の

傷
が

逃
げ
て
ゆ
く

か
わ
り
の
傷
が

用
意
を
始
め
る
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分
泌
さ
れ
る
わ
た
し

大
橋
愛
由
等

林
檎
が
迂
回
す
る

そ
こ
に
は
薄
い
森

見
え
隠
れ
で
き
な
い

透
徹
さ
れ
る
な
に
も
か
も

そ
こ
に
は
結
界
が

崩
れ
た
ま
ま
の
残
滓
と
し
て

迷
路
の
後
始
末
が
い
つ
ま
で
も
お
わ
ら
ず

恥
辱
の
風
に
さ
ら
さ
れ
る

樹
々
が
な
に
か
を
怖
れ

一
斉
に
と
あ
る
方
向
に
向
き

葉
群
れ
の

し
る
し
を
一
斉
に

拒
み
は
じ
め

二
つ
で
あ
る
こ
と
が

い
つ
の
ま
に
か

許
諾
さ
れ
な
く
な
る
こ
と

無
分
有
で
あ
る
こ
と
を

わ
た
し
・
た
ち
は

し
と
ど
に

忍
受
す
べ
き
な
の
か
わ
か
ら
ず

朝
に
交
わ
さ
れ
た

純
水
を
出
自
と
す
る

塩
と
サ
ル
サ
と
黒
羊
た
ち
は

鼎
立
し
た
ま
ま
折
り
合
わ
ず

わ
た
し
と
あ
な
た
の
メ
サ
の
上
で

し
な
や
か
に
厭
い
も
な
く

こ
ろ
こ
ろ
い
つ
ま
で
も
こ
ろ
が
り

成
体
に
変
態
す
る
こ
と
な
く

そ
こ
に
在
る
こ
と

そ
こ
で
哭
い
て
い
る
こ
と
が

午
前
11
時
2
分
を

迎
え
る
た
め
の

タ
ー
ム
で
あ
ろ
う
と

月
か
ら
毎
朝
分
泌
さ
れ
る
陰
性
水
を

コ
ッ
プ
い
っ
ぱ
い
に
さ
ら
し
な
が
ら

昨
日
風
葬
し
た

四
つ
の
詩
句
が
ま
だ
溶
解
し
な
い
ま
ま

ロ
ゴ
ス
に
変
容
し
よ
う
と
し
て

ハ
タ
ハ
タ
と
自
転
し
て
い
る
あ
り
よ
う

鵯�
�
�
�の

片
羽
だ
け
が

越
境
し
て
い
く
の
を

ぼ
ん
や
り
見
つ
め
て
い
る
の
は

詩
が
六
角
広
場
に

群
れ
だ
し
て

黒
羊
が
渡
河
す
る
た
め
の

欠
か
せ
ぬ
要
素
で
あ
る
こ
と
と

阿
字
吽
字
の

め
く
る
め
く

終
わ
り
な
き
抒
事
的
連
鎖
に

翻
弄
さ
れ
る
の
は

迂
回
し
つ
づ
け
る
林
檎
の

日
常
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い

薄
い
森
に
棲
む
わ
た
し
・
た
ち
の

す
べ
て
の
花
弁
に
収
斂
し
て
い
く

混
沌
と
快
楽
と
差
延
が

知
悉
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
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暗
闇
の
な
か
に
浮
か
び
あ
が
る
光

平
原
を
車
で
走
っ
て
い
る
の
は
過
去
の
日

稲
光
り
と
豪
雨
を
抜
け
な
が
ら

人
の
集
ま
る
街
に
向
か
う

砂
漠
を
横
断
し
た
時
刻
に

ミ
サ
イ
ル
は
汚
れ
た
街
に
傷
を
刻
印
す
る
の
か

磨
か
れ
た
表
面
に
は
鍵
で
引
っ
掻
い
た
印

ビ
ル
の
崩
壊
と
重
な
り
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
と
け

何
も
知
ら
な
い
の
に
光
が
集
ま
り

街
の
一
廓
に
は
悲
し
い
祭
り
が
始
ま
る

賢
治
の
流
れ
る
銀
河
を
な
ぞ
り

手
本
は
森
の
な
か
の
山
蛭
に
血
を
吸
わ
れ
な
が
ら

言
葉
の
蛍
が
湧
き
出
し
て
い
る
よ
う
だ

喋
り
ま
く
る
時
間
が
失
せ
る
の
は
許
せ
な
い

14

こ
れ
か
ら
の
仕
事
、俄
然
面
白
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
の
や
な
ぎ
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。男
女
二
人
組
の「
や

ぎ
た
こ
」の
メ
ン
バ
ー
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
。そ
し
て
自
作
曲
を
歌
う

ソ
ロ
シ
ン
ガ
ー
で
も
あ
る
。「
や
ぎ
た
こ
」
は
十
八
世
紀
よ
り
受
け
継

が
れ
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ク
、
ト
ラ
ッ
ド

の
世
界
を
多
彩
な
楽
器
で
奏
で
な
が
ら
、
音
楽
の
歴
史
な
り
を
タ
イ

ム
・
ト
ラ
ベ
ル
の
ご
と
く
実
現
さ
せ
て
く
れ
る
チ
ー
ム
で
、
も
ち
ろ

ん
歌
の
言
葉
は
英
語
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ブ
会
場
で
は
背
後
に

色
ん
な
楽
器
が
並
び
、壮
観
で
も
あ
っ
た
。ギ
タ
ー
も
ア
コ
ー
ス
テ
ィ

ッ
ク
・
ギ
タ
ー
の
６
弦
だ
け
で
な
く
12
弦
、
リ
ゾ
ネ
ー
タ
ー
・
ギ
タ

ー
も
あ
る
。
バ
ン
ジ
ョ
ー
だ
っ
て
フ
レ
ッ
ト
レ
ス
の
瓢
箪
バ
ン
ジ
ョ

ー
な
ど
何
種
類
も
あ
り
、
ほ
か
に
マ
ン
ド
リ
ン
、
フ
ィ
ド
ル
、
マ
ウ
ン

テ
ン
・
ダ
ル
シ
マ
ー
、
ハ
ン
マ
ー
・
ダ
ル
シ
マ
ー
、
オ
ー
ト
ハ
ー
プ
、

ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
、目
が
回
り
そ
う
だ
。そ
れ
ら
を
と
っ
か
え
ひ
っ
か

え
奏
で
な
が
ら
、
ご
近
所
さ
ん
が
集
ま
っ
て
き
た
週
末
の
寄
り
合
い

に
参
加
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。ま
た
も
や
音
楽
の
話
で
、一
般

的
で
な
い
フ
ォ
ー
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、

歌
の
言
葉
で
も
あ
る
詞
＝
詩
に
つ
い
て
の
考
察
で
も
あ
り
、
ひ
ろ
い

意
味
で
の
詩
に
ま
つ
わ
る
話
で
も
あ
る
。

さ
て
何
な
ん
だ
ろ
う
か
、
ぼ
く
は
自
身
が
書
い
て
い
る
現
代
詩
と

歌
詞
の
関
係
に
長
い
間
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
大
上
段
に
構
え
て
論
を

仕
立
て
る
に
は
、
知
識
も
な
く
受
け
売
り
の
対
応
し
か
出
来
な
い
の

だ
が
、別
腹
の
よ
う
に
食
べ
れ
な
い
。「
詩
を
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、

歌
詞
を
書
け
る
だ
ろ
う
」と
は
、ぼ
く
も
音
楽
を
や
っ
て
い
た
か
ら
よ

く
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
か
つ
て
流
行
歌
の
職
業
的
な
作
詞
家
の
パ
タ

ー
ン
化
し
た
書
き
よ
う
に
は
、
な
ぜ
な
の
か
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
。

簡
単
な
関
係
性
を
説
明
す
る
と
、
ぼ
く
に
と
っ
て
詩
は
韻
律
か
ら
も

自
由
で
、散
文
か
ら
も
自
由
な
も
の
で
、簡
単
に
言
葉
に
す
る
と
元
々

の
言
葉
の
纏
っ
て
い
た
表
情
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が

し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
に
は
や
さ
し
く
分
か
り

や
す
い
も
の
の
ほ
う
が
い
い
の
だ
が
、
詩
は
「
表
現
」
と
し
て
現
れ
る

こ
と
で
、い
つ
何
時
、ぼ
く
ら
の
前
や
街
角
に
ふ
と
顔
を
出
す
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
た
意
匠
ま
た
は
衣
装
で
現
れ
て
く

る
か
、
逆
に
沈
潜
し
た
分
か
り
に
く
さ
を
纏
い
や
っ
て
来
る
の
か
も
。

名
指
す
と
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
小
動
物
の
よ
う
で
も
あ
る
。
ホ
ル

ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
の
文
章
に「
詩
を
汲
む
」と
は
日
常
的
で
も

あ
る
、
と
書
か
れ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
詩
人
と
い
う
の
は
、
無
名
の
存

在
で
あ
る
ほ
う
が
よ
い
と
。職
業
的
な
作
詞
家
へ
の
反
発
は
、あ
る
種

の
近
代
詩
人
の
職
業
的
な
匂
い
に
気
づ
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

久
し
ぶ
り
に
富
岡
多
恵
子
さ
ん
の『
詩
よ
歌
よ
、さ
よ
う
な
ら
』を

読
ん
で
み
た
。
そ
の
中
に
「
今
く
ら
い
、「
詩
人
」
と
「
作
詞
家
」
と

い
わ
れ
る
歌
の
メ
ー
カ
ー
と
が
か
け
離
れ
て
い
る
時
代
も
珍
し
い
だ

ろ
う
。
あ
る
作
詞
家
は
、
自
分
の
書
い
た
詞
が
レ
コ
ー
ド
に
な
り
、
そ

れ
が
売
れ
た
時
に
は
じ
め
て
詞
を
書
い
た
と
い
う
実
感
が
湧
く
と
い

い
、
ま
た
別
の
あ
る
作
詞
家
は
、
書
い
た
詞
が
歌
に
な
っ
て
ハ
ヤ
リ
、

そ
の
歌
が
自
分
の
方
へ
帰
っ
て
く
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
書
く
と
い
う
行
為
が
終
了
す
る
と
い
う
の
だ
っ
た
。（
略
）「
詩

人
」
の
詩
は
、
売
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
受
け
手
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
か
ら

も
、
限
り
な
く
遠
く
離
れ
て
い
る
。
さ
り
と
て
、「
朗
読
」
と
い
う
、
一

種
の
「
語
り
も
の
」
た
る
芸
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
。」「
詩
人
」
と

「
作
詞
家
」
の
距
離
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。」
あ
っ
た
。
確
か

に
近
代
詩
人
た
ち
は
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
作
詞
を
た
く
さ
ん
書
い
て

い
た
。
ぼ
く
が
今
住
ん
で
い
る
姫
路
で
も
、
昭
和
初
期
か
ら
活
躍
し
、

治
安
維
持
法
で
起
訴
さ
れ
た
詩
人
大
塚
徹
さ
ん
も
作
詞
家
し
て
の
顔

を
持
っ
て
い
た
。詩
人
の
竹
中
郁
さ
ん
も
校
歌
、社
歌
な
ど
も
た
く
さ

ん
書
い
て
た
。

こ
の
文
章
を
書
く
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
の
は
、
や
な
ぎ
さ
ん
の
最

後
の
ソ
ロ
ア
ル
バ
ム
と
な
っ
た
『
小
さ
な
町
の
小
さ
な
ラ
イ
ブ
ハ
ウ

ス
か
ら
』
を
聞
い
て
い
た
か
ら
だ
。
旅
と
い
う
生
活
、
生
活
い
う
旅
の

人
だ
っ
た
や
な
ぎ
さ
ん
の
こ
の
C
D
は
切
実
な
想
い
に
満
ち
て
い

る
。こ
の
ア
ル
バ
ム
の
タ
イ
ト
ル
は
、ラ
イ
タ
ー
の
片
山
明
さ
ん
の
著

書
か
ら
き
て
い
る
。
こ
の
中
の
一
曲
「
貧
し
い
人
々
」
を
書
き
出
し
て

み
る
。

便
所
の
落
書
き
に
真
理
な
ん
て
な
い

汚
ら
し
い
言
葉
が
並
ん
で
い
る
だ
け
だ

高
架
下
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に
才
能
な
ん
て
な
い

そ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
た
だ
の
落
書
き
だ

地
下
道
の
段
ボ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に
世
捨
て
人
な
ん
て
い
な
い

そ
こ
に
居
る
の
は
世
の
中
か
ら
捨
て
ら
れ
た
者
ば
か
り
だ

最
終
列
車
の
ホ
ー
ム
に
旅
人
な
ん
て
い
な
い

そ
こ
に
居
る
の
は
追
い
立
て
ら
れ
て
逃
げ
て
い
く
者
ば
か
り
だ

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

パ
ソ
コ
ン
の
画
面
の
中
に
真
実
な
ん
て
な
い

真
実
を
も
て
あ
そ
ぶ
悪
意
が
あ
る
だ
け
だ

国
の
最
高
機
関
の
議
事
録
に
正
義
な
ん
て
な
い

正
義
を
も
て
あ
そ
ぶ
言
葉
が
並
ん
で
い
る
だ
け
だ

焼
け
跡
か
ら
創
り
上
げ
る
街
に
笑
顔
な
ん
て
な
い

今
日
を
必
死
で
生
き
る
人
達
が
い
る
だ
け
だ

そ
ん
な
今
日
を
生
き
る
人
達
の

見
え
な
い
明
日
を
奪
う
街
は
ま
た
大
き
く
な
る

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

売
れ
る
も
の
は
何
で
も
売
っ
て
し
ま
え
と
ば
か
り
に

人
を
売
り
  武
器
を
売
り
  核
を
売
り
  種
子
を
売
る

し
ま
い
に
ゃ
国
を
丸
ご
と
売
り
払
っ
て

足
元
す
く
わ
れ
て
も
ほ
ら
ほ
ら
も
う
転
ぶ
場
所
も
な
い

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

僕
ら
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
っ
た
の
か

こ
の
時
代
に
こ
ん
な
に
真
摯
に
歌
を
歌
う
人
が
い
る
の
か
と
思

う
。キ
ツ
イ
歌
が
多
い
感
じ
る
て
い
て
も
、な
か
な
か
に
声
を
上
げ
な

い
今
の
日
本
の
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
だ
。
言
葉
に
よ
る
「
歌
」

を
引
き
出
す
力
は
、
や
は
り
歌
い
手
で
あ
る
や
な
ぎ
さ
ん
の
丁
寧
に

言
葉
を
届
く
よ
う
と
す
る
力
だ
。
暮
ら
し
の
中
か
ら
の
飾
り
気
の
な

い
歌
で
あ
り
、シ
ン
ガ
ー
の
想
い
だ
。や
っ
と
や
な
ぎ
と
い
う
フ
ォ
ー

ク
シ
ン
ガ
ー
に
よ
り
、
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
が
リ
ア
ル
に
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
残
念
だ
。

大
西
隆
志
　
想
像
力
の
彼
方
に
〈
11
〉
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思
い
切
っ
て
旅
に
出
る
こ
と
に
し
た
。

二
年
続
き
で
〈
奄
美
ふ
ゆ
旅
〉
を
断
念
し
た
こ
と
で
、
旅
と
い
う
日

常
か
ら
超
自
す
る
異
化
行
為
に
飢
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
月
の
但
馬
行
き
に
つ
づ
い
て
、
三
月
は
ゼ
ロ
泊
二
日
の
旅
程
で

長
野
市
に
向
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
奄
美
と
は
間
逆
な
北
国
で
あ
り
雪

国
で
あ
る
。

午
後
八
時
二
〇
分
に
神
戸
・
三
宮
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
出
発
し

た
深
夜
バ
ス
は
、九
時
間
を
か
け
て
早
朝
の
長
野
駅
に
到
着
す
る
。夜

明
け
前
だ
っ
た
。
積
雪
は
な
い
も
の
の
暖
か
い
神
戸
か
ら
す
る
と
真

冬
の
気
温
で
あ
る
。

ま
ず
向
か
っ
た
の
が
、善
光
寺
。か
つ
て
学
生
時
代
に
訪
れ
た
こ
と

も
あ
る
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
つ

の
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
覚
え
て
い
な
い
。

国
宝
の
本
堂
で
毎
日
行
わ
れ
る
午
前
六
時

半
か
ら
の「
朝�

�
時�

」を
見
学
す
る
。こ
の
寺
は
、

中
世
ま
で
の
東
大
寺
の
よ
う
に
、
特
定
の
宗

派
に
属
し
て
い
な
い
仏
教
寺
院
の
原
初
的
な
体
裁
を
保
っ
て
い
る
。

「
朝
時
」は
、天
台
宗
、浄
土
宗
の
僧
職
た
ち
が
担
当
し
て
い
る
。ひ

さ
し
ぶ
り
に
「
生
き
た
仏
教
」
に
触
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
声
明
を

は
じ
め
と
し
て
、

読
経
の
ひ
び
き

を
全
身
に
浴
び
、

儀
典
宗
教
と
し

て
の
仏
教
の
あ

り
よ
う
を
感
受

し
て
い
た
。

た
だ
わ
た
し

が
受
容
し
た
い

仏
教
は
こ
う
し

た
視
覚
や
聴
覚

に
訴
え
る
宗
教

で
は
な
く
、経
典
は
、あ
く
ま
で
も
意
味
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て

と
ら
え
た
い
。し
か
も
漢
語
で
み
た
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
現
代
日
本
語
に
直
訳
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
で

あ
る
。
つ
ま
り
視
覚
・
聴
覚
に
訴
え
る
儀
典
宗
教
と
し
て
の
（
あ
る
意

味
カ
ト
リ
ッ
ク
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
）
仏
教
よ
り
も
、
経
典
に
か
か
れ
た

意
味
に
直
接
向
き
あ
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
わ
た
し
は
仏

像
に
も
興
味
が
な
い
。イ
コ
ン（
聖
像
）で
あ
る
こ
と
に
は
認
め
る
が
、

信
仰
の
対
象
と
し
て
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

声
明
と
読
経
を
き
き
な
が
ら
、
こ
の
寺
が
阿
弥
陀
如
来
信
仰
の
拠

点（
本
尊
は
一
光
三
尊
阿
弥
陀
如
来
）で
あ
る
こ
と
を
覚
醒
す
る
。た
だ「
朝

事
」
の
最
中
、
わ
た
し
は
〈
如
来
蔵
思
想
〉
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

す
べ
て
の
者
に
仏
性
が
あ
る

と
措
定
し
た
仏
教
思
想
で
、中

観
や
法
相
の
よ
う
に
ひ
と
つ

の
哲
学
的
宗
派
を
な
す
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、大
乗
仏
教
に

大
き
く
影
響
あ
た
え
た
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ

る
。門

前
を
歩
い
て
い
る
と
、
親
鸞
が
長
逗
留
し
た
場
所
を
確
認
で
き

る
。わ
た
し
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、一
遍
が
こ
の
阿
弥
陀
信
仰
の

拠
点
を
訪
ね
た
事
績
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

一
遍
は
1
2
7
1
（
文
久
8
）
年
と
1
2
7
9
（
弘
安
2
）
年
の
二

度
に
わ
た
っ
て
参
詣
。『
一
遍
聖
絵
』
に
も
善
光
寺
の
往
時
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
踊
り
念
仏
を
し
た
の
か
ど
う
か
知
り
た
か
っ

た
の
だ
が
、『
一
遍
聖
絵
』
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
善
光
寺
と

い
う
仏
教
メ
デ
ィ
ア
に
は
親
鸞
や
一
遍
を
包
摂
し
て
あ
ま
り
あ
る
阿

弥
陀
信
仰
の
包
容
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

旅
の
一
番
の
目
的
地
は
善
光
寺
で
は
な
か
っ
た
。
同
寺
の
東
隣
り

に
あ
る
長
野
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
「
松
澤
宥
生
誕
1
0

0
年
回
顧
展
」
を
観
る
た
め
で
あ
る
。
松
澤
宥
（
1922―
2006）
は
コ

ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
（
概
念
芸
術
）
の
表
現
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

一
遍
や
親
鸞
を
包
摂
し
た

阿
弥
陀
信
仰
の
善
光
寺
へ

1707 年に再建された
国宝・善光寺本堂

本堂で毎朝おこなわれる「朝事」法要
を見学してきた

―誌名変更のお知らせ―
ながらく誌名を「月刊 Mélange」としてきましたが、
170 号から「月刊 MAROAD」に変更しました。これは、

「月刊 Mélange」発行当時（2005 年）から 17 年が経過
して、参加構成メンバーが入れ替わり、現在の誌友・詩
友たちとの連帯を確認し、今後の表現活動の切磋琢磨
を願うために変更したものです。（大橋愛由等）


