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馬
場
先
生
に
は
、
平
成
二
十
四
年
度
新
版
の
二
年
生
教
材
に
、

「
新
し
い
短
歌
の
た
め
に
」
を
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
対
談
で
は
、
教
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
短
歌
の
鑑
賞
や
実
作
の
体
験
な
ど
に
つ
い
て
、

宗
我
部
先
生
が
馬
場
先
生
に
聞
き
な
が
ら
、
豊
か
で
美
し
い
日
本
語
と
は
何
か
、

そ
れ
を
生
徒
に
伝
え
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

本
物
の
感
動
に
出
会
う

       
教
科
書

特

集

平
成
二
十
四
年
度
版
「
国
語
」
の
ご
紹
介
①

05

　

新
し
い
教
科
書
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、

生
徒
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
豊
か
な
言
葉
を
育
む
教
材
が

さ
ら
に
充
実
し
た
こ
と
で
す
。

　

磨
き
抜
か
れ
た
言
葉
と
、
個
性
的
な
視
点
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
質
の
高
い
教
材
は
、

生
徒
た
ち
の
心
に
新
鮮
な
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、

新
た
な
言
葉
の
世
界
へ
の
架
け
橋
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
は
、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
新
し
い
教
材
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

言
葉
の
力
を
知
っ
て
も
ら
え
る
と
い
い
な
と
思
い

な
が
ら
書
き
ま
し
た
。

宗
我
部　

こ
の
教
材
に
は
六
首
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
思
い
を
込
め
て
選
ば
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

最
初
に
正
岡
子
規
の
歌
を
置
き
ま
し
た
。

　
く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔ば

薇ら

の
芽
の

　
針
や
は
ら
か
に
春は
る

雨さ
め

の
ふ
る　
（
※
）

　

私
も
長
い
間
、
中
学
校
や
高
校
の
教
師
を
や
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
正
岡
子
規
と
か
、

島
木
赤
彦
と
い
っ
た
写
生
風
の
歌
は
全
部
飛
ば
し

て
教
え
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
、
内
緒
で
す
け
ど

（
笑
）。
生
徒
は
き
っ
と
面
白
く
な
い
だ
ろ
う
と

思
っ
て
。
で
も
、
今
、
こ
う
い
う
歌
は
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
新
鮮
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宗
我
部　

こ
の
歌
を
子
ど
も
た
ち
が
読
む
と
、「
く

れ
な
ゐ
の
薔
薇
の
芽
」
と
い
う
の
は
、
ど
こ
の
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
と
、
ま
ず
気
に
す
る
と
思
う
ん
で

す
。「
薔
薇
の
花
芽
だ
か
ら
赤
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
か
、「
何
か
、
と
げ
の
辺
り
も
ち
ょ
っ
と
赤
い

よ
ね
」
と
か
、
子
ど
も
ど
う
し
で
、
い
ろ
い
ろ
と

解
釈
に
つ
い
て
交
流
を
始
め
ま
す
。

律
に
よ
る
言
葉
の
豊
か
さ
、
美
し
さ
、
う
る
お
い

と
い
っ
た
も
の
に
し
っ
か
り
と
ふ
れ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

宗
我
部　

私
も
現
場
で
の
経
験
か
ら
、
言
葉
の
リ

ズ
ム
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
の
は
、
や
は
り
短

歌
や
俳
句
と
い
っ
た
伝
統
的
な
詩
歌
が
最
も
ふ
さ

わ
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

馬
場　

そ
れ
は
、
千
三
百
年
、
日
本
語
を
磨
い
て

き
た
の
が
七
五
調
の
韻
律
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う

ん
で
す
よ
。
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
型
を
砥
石

と
し
て
、
そ
れ
に
言
葉
を
乗
せ
て
磨
き
を
か
け
て

で
き
て
き
た
の
が
日
本
語
と
言
っ
て
も
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
リ

ズ
ム
は
日
本
人
の
体
が
伝
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

授
業
で
、
子
ど
も
た
ち
に
実
際
に
短
歌

を
作
ら
せ
ま
す
が
、
最
初
は
す
ご
く
難
し
い
と
言

う
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
七
五
調
に
乗
せ
る
と
、

何
気
な
い
言
葉
が
、作
品
と
し
て
「
立
ち
上
が
る
」

気
が
す
る
と
言
い
始
め
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
と

て
も
喜
ん
で
作
り
ま
す
よ
。

馬
場　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
俳
句
も
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
短
歌
の
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
リ
ズ
ム

に
乗
る
と
、
日
本
的
気
分
と
い
う
も
の
が
味
わ
え

る
の
で
、
嬉
し
く
感
じ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
日
本

人
は
型
が
好
き
な
ん
で
す
。
お
花
も
お
茶
も
、
能

も
歌
舞
伎
も
、
伝
統
芸
能
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

は
み
ん
な
型
の
芸
術
で
す
よ
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

ア
メ
リ
カ
で
は
個
々
の
人
が
フ
ォ
ル
ム
を
生
み
出

し
ま
す
が
、
日
本
人
は
こ
の
型
を
共
有
し
て
、
千

年
以
上
も
使
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
教
材
は
、
日
本
人
が
伝
え
て
き
た
そ
う
い

う
特
有
の
韻
律
の
面
白
さ
と
、
そ
れ
が
生
み
出
す

宗
我
部　

ま
ず
、
こ
の
教
材
で
、
い
ち
ば
ん
伝
え

た
か
っ
た
こ
と
か
ら
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

馬
場　

そ
れ
は
、
な
に
よ
り
、
中
学
生
に
短
歌
を

好
き
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
す
。

現
代
の
日
本
語
は
、
響
き
や
余
韻
、
韻
律
と
い
う

も
の
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

詩
や
歌
曲
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
散
文

的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
響
き
や
韻

※本文で取り上げた短歌は、字詰めの都合で、 
　すべて 2 行に分けて表記しました。

短
歌
を
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い

教
材
の
選
歌
に
込
め
た
思
い
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　お茶の水女子大学附属
中学校教諭。お茶の水女
子大学非常勤講師。埼玉
県生まれ。平成20年告示
中学校学習指導要領解説
国語編作成協力者。
　編著に『中学校国語科新
授業モデル　話すこと・聞
くこと編』、『夢中・熱中・
集中…そして感動　柏市立
中原小学校の挑戦！授業リ
フレクションで校内研を変
える』、共著に『読解力再
考　すべての子どもに読む
喜びを─ＰＩＳＡの前にあ
ること─』など。

　歌人。文芸評論家。日本
芸術院会員。朝日新聞「朝
日歌壇」選者。東京都生まれ。
中学校、高等学校で29年
間教師を務めるかたわら、窪
田章一郎の「まひる野」に入
会し作歌に取り組む。現在、
短歌結社「かりん」を主宰。
　歌集『葡萄唐草』で迢空賞、
『月華の節』で詩歌文学館賞、
『阿古父』で読売文学賞を受
賞したほか、毎日芸術賞、朝
日賞など受賞多数。平成15
年に日本芸術院賞。『晶子み
だれ髪』『額田王』などの新
作能も手がける。評論に『鬼
の研究』『女歌の系譜』など。

宗
我
部　

与
謝
野
晶
子
の
歌
は
、

　
川
ひ
と
す
ぢ
菜
た
ね
十
里
の
宵よ
ひ

月づ
き

夜よ

　
母
が
う
ま
れ
し
国
美う
つ

く
し
む

　

こ
の
一
首
を
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

馬
場　
「
宵
月
夜
」
な
ん
て
す
ご
く
古
い
言
葉
な

ん
だ
け
ど
、
綺
麗
な
言
葉
で
す
よ
ね
。「
夕
暮
れ

の
月
夜
」
と
言
っ
た
ら
八
音
に
な
り
ま
す
が
、
凝

縮
す
る
と
「
宵
月
夜
」
と
い
う
五
音
に
な
る
。
凝

縮
し
た
言
葉
に
は
力
が
生
ま
れ
、
意
味
が
す
ご
く

浸
透
し
ま
す
。
ア
ピ
ー
ル
の
力
が
強
く
な
る
。
そ

う
い
う
こ
と
も
発
見
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

宗
我
部　
「
川
ひ
と
す
ぢ
」
と
強
い
入
り
方
を
し

て
、
最
後
に
は
「
美
く
し
む
」
と
い
う
ウ
段
の
音

が
重
な
る
柔
ら
か
さ
に
変
わ
っ
て
い
く
面
白
さ
が

い
い
で
す
ね
。

馬
場　

そ
こ
が
晶
子
独
特
の
、
い
い
な
と
思
わ
せ

る
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
、
き
っ
と
。

宗
我
部　
「
美
く
し
き
」
で
は
な
く
「
美
く
し
む
」。

そ
こ
に
、
ふ
わ
り
と
し
た
日
本
語
の
美
し
さ
が
あ

る
。
声
に
出
し
て
読
み
味
わ
い
た
い
歌
で
す
ね
。

馬
場　

こ
の
歌
は
、
宵
月
夜
と
い
う
風
景
の
中
に
、

二
重
写
し
に
母
の
優
し
さ
を
重
ね
て
い
る
歌
い
方

な
ん
で
す
。
喩ゆ

を
用
い
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

古
典
的
な
歌
い
方
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

茂
吉
は
、
自
然
に
深
い
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
る
。

自
然
の
一
点
を
キ
ッ
と
捉
え
て
、
も
っ
と
深
い
と

す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
口
語
短
歌
な
ら
で
は
の
面

白
さ
も
、
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

後
に
続
く
教
材
「
短
歌
十
二
首
」
の
中

か
ら
は
、
次
の
一
首
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
お
う
か
が

い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ

　
想お
も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ
と

日ひ

我
に
は
一ひ
と

生よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
木
京
子

　

現
行
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
歌
で
す

が
、
私
が
あ
え
て
作
者
を
伏
せ
て
、「
こ
の
作
者

は
男
性
？
女
性
？
」
と
子
ど
も
た
ち
に
問
い
か
け

て
み
た
ん
で
す
。
す
る
と
、
意
見
が
真
っ
二
つ
に

分
か
れ
る
ん
で
す
よ
。
男
の
子
が
作
っ
た
歌
だ
と

い
う
子
ど
も
が
か
な
り
い
た
ん
で
す
。

馬
場　

男
の
子
で
も
い
い
わ
ね
。
草
食
系
の
男
の

子
が
、「
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
」
と
言
っ
て

い
る
姿
を
思
う
と
絶
対
面
白
い
で
す
ね
（
笑
）。

宗
我
部　
「
ど
う
し
て
そ
う
と
ら
え
る
の
」
と
問

い
か
け
る
と
、「『
君
』
と
い
う
言
葉
は
、
男
の
子

の
ほ
う
か
ら
彼
女
の
ほ
う
に
か
け
る
言
葉
と
し
て

使
い
た
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た
り
、「
思
い
出

が
自
分
に
と
っ
て
は
一
生
の
も
の
だ
と
い
う
の
は
、

や
っ
ぱ
り
女
の
子
の
感
覚
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

子
が
い
た
り
で
、
そ
う
い
う
多
様
な
読
み
方
が
で

き
る
と
こ
ろ
が
、
教
材
と
し
て
短
歌
の
良
さ
の
一

つ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
い
う
方
法
で
す
。

宗
我
部　

晶
子
の
ほ
う
が
古
典
的
と
い
う
の
は
面

白
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
時
代
の
新
し
さ
を
打
ち
出

し
て
い
こ
う
と
し
た
歌
人
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
ん
で
す
が
。

馬
場　

晶
子
に
も
、
も
ち
ろ
ん
恋
愛
を
テ
ー
マ
と

し
た
も
の
な
ど
新
し
い
歌
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は

こ
ん
な
古
典
的
で
温
和
な
歌
が
、
子
ど
も
た
ち
に

は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
思
い
ま
し
た
。

宗
我
部　

子
ど
も
た
ち
に
も
、
自
然
が
も
つ
寓
意

性
を
い
ろ
い
ろ
想
像
さ
せ
な
が
ら
、
歌
を
作
っ
て

遊
ば
せ
た
ら
楽
し
い
授
業
に
な
り
そ
う
で
す
。
晶

子
の
歌
は
、
そ
う
い
う
指
導
に
も
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

馬
場　

そ
れ
は
、
い
い
授
業
が
で
き
そ
う
で
す
ね
。

ぜ
ひ
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宗
我
部　

ぐ
っ
と
現
代
に
近
づ
い
た
次
の
二
首
。

　
海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に

　
麦む
ぎ

藁わ
ら

帽ぼ
う

の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
山
修
司

馬
場　

そ
う
い
う
こ
と
を
敏
感
に
気
づ
い
て
く
れ

る
の
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。
私
が
、
こ
の
歌
を
選

ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
「
く
れ
な
ゐ
」
と
い
う
言
葉

が
秘
め
る
力
に
注
目
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
な

ん
で
す
。
科
学
的
に
い
え
ば
、「
芽
」
は
緑
が
か
っ

た
茶
褐
色
と
か
、
緑
か
ら
ち
ょ
っ
と
赤
っ
ぽ
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
が
正
し
い
ん
で
し
ょ
う

か
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
色
味
を
、
ひ
と
言
「
く

れ
な
ゐ
」
と
表
現
し
た
と
き
、
嘘
を
言
っ
て
る
こ

と
に
な
る
。
で
も
、
そ
こ
に
は
美
し
さ
が
生
じ
ま

す
。
そ
し
て
、
芽
の
色
を
「
く
れ
な
ゐ
」
と
認
め

た
と
き
に
、
そ
こ
に
薔
薇
の
芽
の
生
命
を
も
感
じ

取
る
の
で
す
。「
緑
が
か
っ
た
茶
褐
色
」
で
は
命

を
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　
「
針
」
に
つ
い
て
も
、
と
げ
の
こ
と
だ

と
言
う
子
も
い
れ
ば
、
新
芽
の
先
端
の
こ
と
だ
と

言
う
子
も
い
る
。
と
て
も
面
白
い
授
業
の
導
入
が

で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。「
針
や
は
ら
か
に
」
と
い

う
表
現
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
多
様
な
読
み
が
で
き

る
ん
で
す
。
さ
ら
に
、「
や
は
ら
か
に
」
春
雨
が

　
思
い
出
の
一
つ
の
よ
う
で

　
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俵
　
万
智

馬
場　

寺
山
の
歌
は
、
彼
が
若
い
と
き
に
作
っ
た

も
の
で
す
。
昭
和
三
十
年
代
。
で
も
、
な
ぜ
か
新

し
さ
を
感
じ
る
。
し
か
も
、
こ
の
歌
を
は
じ
め
、

寺
山
は
生
涯
文
語
で
作
歌
し
て
い
た
ん
で
す
よ
。

宗
我
部　

文
語
で
も
、
口
語
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
感

じ
ま
す
ね
。

馬
場　

内
容
が
新
鮮
だ
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、

寺
山
の
歌
は
字
余
り
は
あ
り
ま
す
が
、「
海
を
知

ら
ぬ
／
少
女
の
前
に
／
…
」
と
、
五
・
七
・
五
・
七
・

七
の
そ
れ
ぞ
れ
に
き
ち
ん
と
し
た
意
味
の
切
れ
目

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
完
全
に
口
語
で

歌
う
俵
の
歌
に
な
る
と
、
韻
律
と
意
味
の
切
れ
目

が
一
致
し
て
い
な
い
。

宗
我
部　
「
思
い
出
の
／
一
つ
の
よ
う
で
／
そ
の

ま
ま
に
／
し
て
お
く
麦
わ
ら
／
帽
子
の
へ
こ
み
」。

子
ど
も
た
ち
は
、
そ
う
切
っ
て
読
み
そ
う
で
す
。

馬
場　
「
句
割
れ
・
句
ま
た
が
り
」
と
い
う
ん
で

降
り
か
か
る
。「
針
や
は
ら
か
に
」
と
い
う
の
は
、

針
も
柔
ら
か
い
け
れ
ど
、
春
雨
も
静
か
に
柔
ら
か

に
降
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。二
重
に「
や

は
ら
か
」
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
気

づ
か
せ
て
あ
げ
れ
ば
、
鮮
や
か
に
情
景
が
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

今
だ
っ
た
ら
、
こ
の
歌
は
飛
ば
さ
な
い

で
教
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
（
笑
）。

馬
場　

ほ
ん
と
、
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。
子
ど
も

た
ち
に
、「『
く
れ
な
ゐ
』、
こ
れ
は
、
命
の
色
だ

よ
」
っ
て
言
っ
て
あ
げ
た
い
。

　
蚊か

帳や

の
中
に
放
ち
し
蛍
夕
さ
れ
ば

　
お
の
れ
光
り
て
飛
び
そ
め
に
け
り

　

斎
藤
茂
吉
は
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
こ

の
「
お
の
れ
光
り
て
」
も
「
く
れ
な
ゐ
」
と
同
じ

で
、
命
が
こ
も
っ
た
言
葉
で
す
。
自
分
の
生
命
が

光
る
ん
で
す
。
大
人
に
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
の

が
難
し
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
自
ず
か
ら

発
光
し
て
い
る
と
い
う
生
命
力
を
、
こ
の
言
葉
か

ら
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

馬 場 あ き 子宗 我 部 義 則
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古
典
教
材
と
の
出
会
わ
せ
方

歌
が
生
ま
れ
る
と
き

く
の
は
砂
漠
で
す
。
ア
フ
リ
カ
に
行
っ
た
り
、
そ

れ
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
を
ず
っ
と
た
ど
っ
て
、

三
蔵
法
師
が
行
っ
た
火か

焔え
ん

山ざ
ん

を
越
え
て
み
た
り
。

そ
う
い
う
文
化
果
つ
る
地
に
行
く
と
、
人
間
が
こ

ん
な
と
こ
ろ
で
ど
う
や
っ
て
生
き
て
る
ん
だ
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
が
湧
き
、
歌
が
で
き
ま
す
。
私
は
、

絶
え
ず
そ
う
い
う
原
点
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ

て
い
な
い
と
歌
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

今
、
歌
の
「
原
点
」
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
馬
場
先
生
が
詠
ま
れ
る
歌
は
、
先

生
が
そ
の
ま
ま
ご
自
身
を
語
り
か
け
て
く
る
よ
う

な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

　
西
行
の
さ
く
ら
あ
り
わ
が
さ
く
ら
あ
り
て

　
小
さ
け
れ
ど
も
わ
が
さ
く
ら
咲
く

　

こ
の
歌
に
は
も
の
す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
。
凛

と
し
て
咲
く
、
先
生
ご
自
身
の
姿
勢
の
よ
う
で
。

私
も
、
い
つ
か
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
わ
が
さ
く
ら

の
感
動
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
教

科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
私
は

芭
蕉
の
旅
は
、
こ
う
し
た
未
知
と
出
会
え
る
、
あ

る
い
は
他
者
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
い
ち
ば
ん

大
き
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
さ
ら
に
、

あ
の
緊
張
し
た
文
章
か
ら
は
、
何
か
自
己
を
確
認

し
よ
う
と
し
て
る
と
こ
ろ
も
感
じ
ま
す
ね
。

宗
我
部　

そ
の
あ
た
り
を
少
し
で
も
感
じ
ら
れ
た

ら
と
思
っ
て
、
そ
の
授
業
で
は
教
科
書
に
出
て
い

る
序
章
の
「
月
日
は
」
の
と
こ
ろ
と
「
平
泉
」
の

部
分
に
加
え
て
、
平
泉
ま
で
の
所
々
を
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
し
て
読
ま
せ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
さ
ら
に

旅
や
句
作
に
関
す
る
芭
蕉
の
言
葉
を
い
く
つ
か
紹

介
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
今
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
「
未
知
と
の
出
会
い
」
や
「
自
己
確
認
」
と
も

つ
な
が
り
ま
す
が
、
芭
蕉
は
「
昨
日
の
我
に
飽
く

べ
し
」と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
ね
。「
細
道
」

を
あ
ち
こ
ち
読
み
、
こ
ん
な
芭
蕉
の
厳
し
い
言
葉

に
ふ
れ
た
あ
る
生
徒
は
、「
確
か
に
旅
先
で
の
発

見
も
、
旅
の
目
的
で
も
あ
る
。
だ
が
、
人
は
旅
先

で
の
発
見
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
発
見
を
、
も

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
短

歌
の
読
み
は
必
ず
し
も
一
つ
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら

昔
の
歌
だ
っ
て
、
今
は
違
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
で
い
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
読
み
が
三
つ
あ
れ
ば
、
三
つ

の
面
白
さ
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

宗
我
部　

作
り
手
の
方
の
側
か
ら
そ
う
い
う
言
葉

を
い
た
だ
く
と
、
子
ど
も
も
教
師
も
、
す
ご
く
自

信
を
も
ち
ま
す
ね
。

馬
場　

も
う
そ
の
歌
は
、
作
っ
た
人
の
手
か
ら
離

れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
何
と
解
釈
さ
れ
よ
う
と

知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
（
笑
）。

宗
我
部　

馬
場
先
生
は
、『
源
氏
物
語
と
能
』『
式

子
内
親
王
』
な
ど
の
本
も
出
さ
れ
て
、
古
典
の
造

詣
が
た
い
へ
ん
深
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
古
典
教
材
に
つ

い
て
、
お
話
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

私
が
古
典
に
親
し
ん
だ
の
は
、
ま
ず
百
人

う
一
度
自
分
の
現
実
と
改
め
て
向
き
合
っ
た
と
き

に
得
る
の
で
は
な
い
か
」
と
書
き
ま
し
た
。
未
知

と
出
会
う
こ
と
は
自
分
と
出
会
う
こ
と
だ
っ
た
り
、

知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
対
象
の
本
質
み
た
い

な
も
の
と
改
め
て
向
き
合
う
こ
と
で
も
あ
る
の
か

な
と
思
っ
た
よ
う
で
す
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
能
因
に
し
ろ
西
行
に
し
ろ
、

芭
蕉
に
し
ろ
、
旅
と
い
う
も
の
は
、
自
分
と
対
峙

し
て
何
か
を
納
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

先
生
も
、
よ
く
旅
の
歌
を
詠
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

馬
場　

ず
い
ぶ
ん
外
国
に
出
か
け
て
歌
を
作
っ
て

い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
、
歴
史
と
か
文
化
と
か
が

な
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
行
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
行
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
ル
ー

ブ
ル
美
術
館
な
ん
か
見
る
と
、
文
化
に
圧
倒
さ
れ

て
歌
を
作
れ
な
い
か
ら
。

宗
我
部　

そ
れ
っ
て
、
松
島
で
芭
蕉
が
口
を
つ
ぐ

ん
で
し
ま
う
の
と
同
じ
で
す
ね
。

馬
場　

ほ
ん
と
に
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
が
行

一
首
。
そ
れ
か
ら
平
家
物
語
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
覚

え
て
、
今
で
も
ソ
ラ
で
言
え
ま
す
よ
。

宗
我
部　

教
科
書
で
は
平
家
物
語
の
「
扇
の
的
」

を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

馬
場　

い
い
場
面
で
す
ね
。
声
に
出
し
て
読
む
と

身
に
染
み
ま
す
ね
。

宗
我
部　

平
家
物
語
や
和
歌
に
代
表
さ
れ
る
古
典

文
学
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、
日
本
人
の
体
を
呼
応

さ
せ
る
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

私
が
教
師
だ
っ
た
と
き
、
ど
う
し
た
ら
古

典
を
伝
え
ら
れ
る
か
と
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
自
分
が
い
く
ら
面
白
が
っ
て
や
っ
て
も
、
そ

れ
に
つ
い
て
き
て
く
れ
る
子
ど
も
は
極
め
て
少
な

い
。
そ
れ
で
私
は
、
も
う
古
典
は
教
え
込
む
必
要

は
な
い
と
割
り
切
っ
て
、
平
家
物
語
を
講
談
風
に

読
ん
で
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
古
典
の
時
間
を
楽
し
み
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。
一
時
間
ず
っ
と
読
ん
で
や
る
ん

で
す
。
そ
れ
で
平
家
物
語
を
好
き
に
な
っ
た
子
が

い
っ
ぱ
い
い
ま
し
た
。
宗
我
部
先
生
が
言
わ
れ
た

よ
う
に
、
や
は
り
古
典
の
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
響
き

は
、
日
本
人
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
力
を
も
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
ね
。

宗
我
部　

今
、
音
読
や
朗
読
が
改
め
て
中
学
校
で

も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
特

に
古
典
は
そ
う
い
う
読
み
聞
か
せ
と
い
う
方
法
に

合
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

馬
場　

解
釈
な
ん
て
い
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ

て
気
も
し
ま
す
も
の
ね
。

宗
我
部　

三
年
生
で
は
「
お
く
の
細
道
」
を
学
習

し
ま
す
。
私
は
、
旅
と
い
う
言
葉
の
も
つ
イ
メ
ー

ジ
を
自
分
た
ち
と
芭
蕉
と
で
比
較
し
て
み
よ
う
、

と
い
う
授
業
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

に
旅
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
ろ
い
ろ
挙
げ
さ
せ
て
み
る

と
、
か
な
り
重
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
わ

け
で
す
。
ど
う
も
日
本
人
に
と
っ
て
の
旅
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
源
が
、
こ
の
「
お
く
の
細
道
」
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

馬
場　

い
い
テ
ー
マ
で
す
ね
。「
お
く
の
細
道
」

を
読
ん
で
私
が
面
白
い
と
思
う
の
が
、
平
泉
に
行

く
と
文
体
が
ガ
ラ
っ
と
変
わ
る
。
そ
れ
が
、
芭
蕉

　
　

古
典
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、

日
本
人
の
体
を
呼
応
さ
せ
る
力
が
あ
る

　
　

絶
え
ず
人
間
の
原
点
と

つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
歌
は
生
ま
れ
な
い

　
　

古
典
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、

日
本
人
の
体
を
呼
応
さ
せ
る
力
が
あ
る

宗
我
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

絶
え
ず
人
間
の
原
点
と

つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
歌
は
生
ま
れ
な
い

馬
場　
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ば
、「
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に
」
と
い
う

言
葉
も
す
っ
と
身
に
入
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う

現
場
と
言
葉
の
つ
な
が
り
は
と
て
も
大
事
で
す
。

宗
我
部　

そ
う
で
す
ね
。
私
も
、
言
葉
を
学
ぶ
と

き
に
は
、
教
室
で
頭
の
中
だ
け
で
学
ぶ
の
で
は
い

け
な
い
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
可
能
な
限

り
、
そ
の
言
葉
の
生
の
現
場
に
立
ち
会
わ
せ
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
ね
。

馬
場　

自
然
の
中
に
出
て
み
る
と
、
花
に
鳴
く
鶯
、

水
に
棲
む
蛙
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
す
る
と
、

ど
う
し
て
歌
を
詠
ま
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
と
い

う
気
持
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
生
命
力
、
命
が
共
鳴

し
合
う
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
若
々
し
い
生
命
力
を

秘
め
た
子
ど
も
た
ち
に
、
ぜ
ひ
そ
の
共
鳴
を
新
し

い
言
葉
で
つ
む
ぎ
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

宗
我
部　

こ
の
教
材
の
タ
イ
ト
ル
「
新
し
い
短
歌

の
た
め
に
」
に
は
、
そ
う
し
た
先
生
の
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

馬
場　

そ
う
で
す
。
教
材
の
末
尾
を
、「
短
歌
は

今
も
、
若
い
世
代
に
よ
る
若
い
言
葉
を
待
っ
て

い
る
の
で
す
。」
と
締
め
く
く
り
ま
し
た
。
短
歌

は
そ
の
時
代
の
言
葉
や
韻
律
を
含
み
込
み
な
が
ら
、

千
三
百
年
、
脈
々
と
新
し
い
生
命
を
歌
い
継
い
で

き
ま
し
た
。
伝
え
ら
れ
て
き
た
美
し
い
言
葉
を
大

切
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
生
命
力
に
満
ち
た
言
葉
を
、

ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

葉
の
使
い
手
を
育
て
た
い
」
と
よ
く
言
う
の
で
す

が
、
そ
も
そ
も
「
豊
か
な
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
ん
だ
ろ
う
と
か
、
ど
う
し
た
ら
そ
の
使
い
手
に

な
れ
る
ん
だ
ろ
う
と
、
日
々
自
問
し
て
い
ま
す
。

馬
場　

難
し
い
問
い
で
す
ね
。

宗
我
部　

先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、

意
味
の
多
様
さ
や
比
喩
な
ど
、
言
葉
が
も
つ
膨
ら

み
、
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
平
家
物
語
の
よ
う
に
、

声
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
明
確
に
な
る
言
葉
の
響

き
や
リ
ズ
ム
。
そ
う
い
う
も
の
に
た
く
さ
ん
出
会

わ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

馬
場　

そ
れ
は
確
か
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、

こ
れ
は
私
の
歌
で
す
け
れ
ど
、

咲
く
」
と
言
い
き
れ
る
我
で
あ
り
た
い
な
と
。

馬
場　

小
さ
い
桜
で
す
よ
（
笑
）。

宗
我
部　

最
近
の
作
品
で
は
、「
お
ば
あ
さ
ま
」

と
い
う
十
三
首
の
連
作
は
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
ね
。

　
お
ば
あ
さ
ま
は
「
丹
波
の
山
ざ
る
」
と

　
あ
い
さ
つ
し
幼
き
わ
れ
は
い
た
く
お
ど
ろ
く

　
霧
降
れ
ば
海
の
底
な
る
丹
波
よ
り

　
駆
け
落
ち
し
て
き
た
お
ば
あ
さ
ま
で
す

　
馬
場　

口
か
ら
出
た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
歌
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
の
も
歌
の
伝
統
に
は
あ

る
ん
で
す
よ
。

　
さ
く
ら
花
幾
春
か
け
て
老
い
ゆ
か
ん

　
身
に
水
流
の
音
ひ
び
く
な
り

　

私
た
ち
は
、
桜
を
何
度
も
何
度
も
見
な
が
ら
年

を
と
っ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
昔
の
人
の
歌
集
に

は
、必
ず
毎
年
の
桜
の
歌
が
あ
る
。
し
か
も
、年
々

に
桜
に
託
し
た
人
生
観
が
変
化
し
て
い
く
の
が
読

み
取
れ
て
面
白
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
「
も
の
と

経
験
と
の
つ
な
が
り
」
も
、
言
葉
の
豊
か
さ
と
関

係
し
て
く
る
の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

言
葉
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の

は
、
言
葉
が
表
す
意
味
と
、
対
象
そ
の
も
の
、
そ

れ
と
自
分
の
経
験
が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
な
の

で
す
ね
。

馬
場　

そ
う
。
だ
か
ら
「
短
歌
十
二
首
」
の
中
の
、

　
桜
ば
な
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に

　
生い
の
ち命
を
か
け
て
わ
が
眺
め
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
本
か
の
子

　

こ
の
歌
を
教
え
た
ら
、
ぜ
ひ
満
開
の
桜
の
木
の

下
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
桜
の
花
び
ら
を
浴
び
さ
せ

た
い
。
満
開
の
本
当
に
美
し
い
桜
を
見
せ
て
や
れ

　

三
歳
か
四
歳
の
と
き
の
祖
母
の
記
憶
で
す
。「
丹

波
の
山
猿
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
ず
っ

と
疑
問
で
、
丹
波
の
ご
出
身
の
河
合
隼
雄
先
生

に
お
目
に
か
か
っ
た
と
き
う
か
が
っ
た
ら
、「
あ

ん
た
知
ら
ん
の
か
い
な
。
あ
そ
こ
は
猿
の
国
で
、

人
間
が
少
し
ば
か
り
住
ん
で
る
の
や
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
先
生
は
ど
っ
ち
？
」
っ
て
き
い
た

ら
「
人
間
や
」
っ
て
（
笑
）。
少
し
の
人
間
が
い

る
と
い
う
の
が
と
っ
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　

そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
う
か
が
う
と
、

歌
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
、
と
て
も

面
白
い
で
す
ね
。

馬
場　

短
歌
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
口
か
ら
出

た
ま
ま
を
歌
う
こ
と
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
。
や
っ
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
面
白

く
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宗
我
部　

面
白
そ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
先
生

は
、
初
心
者
に
対
し
て
、
歌
の
作
り
方
を
ど
う
教

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。

馬
場　

私
は
、「
身
の
回
り
の
も
の
や
出
来
事
を
、

全
部
五
音
か
七
音
で
言
っ
て
ご
ら
ん
」
っ
て
言
う

ん
で
す
。
例
え
ば
、「
今
日
の
暦
で
『
大
寒
の
』
っ

豊
か
な
言
葉
を
つ
む
ぐ

て
言
え
ば
も
う
五
音
。あ
そ
こ
に
咲
い
て
い
る『
水

仙
の
花
』っ
て
言
っ
た
ら
七
音
。
そ
う
し
た
ら『
大

寒
の
水
仙
の
花
』っ
て
、も
う
で
き
つ
つ
あ
る
じ
ゃ

な
い
」っ
て
教
え
る
の
ね
。次
は
、「
あ
な
た
が
こ
っ

ち
を
見
て
た
か
ら
、『
我
を
見
て
』
っ
て
や
れ
ば

ま
た
五
音
じ
ゃ
な
い
」。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
見

た
も
の
全
て
を
五
音
・
七
音
に
し
て
み
る
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
と
教
え
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
単
純
な
こ
と
か
ら
始
ま
る
ん

で
す
ね
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場　

特
別
な
言
葉
で
も
な
く
、
今
見
て
い
る
も

の
か
ら
始
め
る
。
初
め
は
即
物
的
で
す
よ
。
で
も
、

そ
れ
だ
と
つ
ま
ら
な
く
な
る
か
ら
、
最
後
の
七
音

を
「
頑
張
れ
と
言
う
」「
我
は
憐
れ
む
」
な
ど
と

し
て
み
る
。
ほ
か
は
即
物
的
で
も
、
最
後
の
言
葉

で
そ
の
人
固
有
の
場
を
作
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ

れ
が
叙
情
な
ん
で
す
よ
。
最
後
の
一
句
が
ね
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
積
み
重
ね
が
、
豊
か
な
表
現

を
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

馬
場　

い
き
な
り
豊
か
な
言
葉
は
獲
得
で
き
ま
せ

ん
し
、
言
葉
の
発
見
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
は

で
き
ま
せ
ん
。
心
が
生
き
生
き
と
動
い
て
い
る
こ

と
が
必
要
な
ん
で
す
よ
。

宗
我
部　

私
た
ち
国
語
の
教
師
は
、「
豊
か
な
言

新
し
い
生
命
力
に
満
ち
た
言
葉
を

　

ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
ほ
し
い馬

場　
　
　
　
　
　

　

言
葉
が
豊
か
に
な
る
と
は
、
意
味
と
対
象
、

経
験
が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
す
ね

宗
我
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


