
23

温
も
り
の
あ
る
自
然
な
言
葉
を
届
け
る
人

　

大
野
悠
詩
集
『
小
鳥
の
夢
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　
　

１

　

大
野
悠
さ
ん
の
詩
の
魅
力
は
、
徹
底
し
た
自
然
体
で
あ

り
続
け
な
が
ら
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
最
も
大
切
な
何
か

を
探
り
だ
し
て
、
読
み
手
の
心
に
い
つ
の
間
に
か
届
け
て

し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
大
野
さ
ん
は
一
九
二
九
年
に
大
分

市
に
生
ま
れ
、
中
学
校
の
教
員
を
勤
め
上
げ
て
、
今
も
大

分
市
に
暮
ら
し
て
い
る
。
英
語
教
師
だ
っ
た
の
で
英
米
系

の
詩
を
読
む
こ
と
へ
の
関
心
は
、
若
い
頃
か
ら
あ
っ
た
そ

う
だ
が
、
日
本
語
の
詩
作
を
本
格
的
に
書
き
始
め
た
の
は
、

定
年
退
職
後
だ
っ
た
。
そ
ん
な
詩
作
を
ま
と
め
た
の
が
、

二
〇
一
〇
年
十
月
二
十
三
日
の
八
十
一
歳
の
誕
生
日
に
刊

行
さ
れ
た
第
一
詩
集
『
ほ
ほ
え
み
』（
五
十
篇
）
だ
っ
た
。

そ
の
詩
集
を
私
が
初
め
て
読
ん
だ
時
に
、
心
の
奥
底
に
は

圧
倒
的
な
温
も
り
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
。
読

み
手
の
心
に
温
も
り
の
あ
る
言
葉
を
届
け
る
よ
う
に
大

野
さ
ん
の
詩
集
は
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

き
っ
と
大
野
悠
さ
ん
に
と
っ
て
の
詩
作
と
は
、
心
の
温
も

り
に
向
か
っ
て
紡
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像

さ
れ
た
。
詩
人
に
詩
を
促
す
も
の
が
何
か
を
考
え
て
み
る

時
に
、
大
野
さ
ん
の
詩
作
態
度
は
、
と
て
も
清
々
し
く
感

じ
ら
れ
て
き
た
。
母
の
最
期
の
言
葉
を
記
し
た
「
記
憶
」

と
い
う
詩
を
引
用
し
て
み
る
。

記
　
憶

息
を
ひ
き
と
る
前
日　

枕
元
で
手
を
つ
く
と

高
熱
で　

意
識
を
失
っ
て
い
た
母
が

そ
の
と
き
だ
け
は
っ
き
り
と
意
識
を
取
り
戻
し

「
立
派
に
な
っ
た
な
あ
」
と
手
を
差
し
伸
べ
て

学
生
服
の
金
ボ
タ
ン
を
ま
さ
ぐ
り
な
が
ら

し
み
じ
み
と
温
か
い
眼
差
し
を
し
た

昨
日
の
ぼ
く
と
も　

お
と
と
い
の
ぼ
く
と
も

別
に
変
わ
ら
ぬ　

い
つ
も
の
ぼ
く
に

彼
女
は
そ
う
言
っ
た
の
だ

死
の
ま
ぎ
わ
に

熱
に
疲
れ
た
目
で
彼
女
は
ぼ
く
に

ど
ん
な
姿
を
み
て
い
た
の
か

そ
れ
は　

息
子
の
未
来
を
夢
見
る
母
が

自
ら
え
が
い
た
ま
ぼ
ろ
し
で
は
な
か
っ
た
か

ぼ
く
の
心
が　

何
十
年
も

そ
の
と
き
の
記
憶
を
と
ど
め
て
さ
ま
よ
っ
て
い
る
よ

　

う
に

母
も
自
ら
の
目
に
焼
き
付
け
た
記
憶
を
持
っ
て

果
て
し
な
い
旅
を
続
け
て
い
る
の
で
は

や
が
て　

こ
の
青
空
の
ど
こ
か
で　

浮
遊
す
る

母
の
記
憶
と
ぼ
く
の
記
憶
の
出
会
う
と
き
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い

は
つ
な
つ
の　

絶
え
間
無
く
ゆ
き
か
う　

し
ろ
い

雲
の
動
き
に　

い
つ
ま
で
も
耳
を
澄
ま
し
て
い
る

　

母
の
臨
終
を
描
い
た
劇
的
な
場
面
の
詩
な
の
だ
が
、
別

離
の
深
刻
さ
を
超
え
て
、
母
が
子
に
伝
え
る
深
い
愛
情
が

「
立
派
に
な
っ
た
な
あ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
際
立
っ

て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
読
み
手
に
自
然
に
最
も
大
切
な
何

か
を
訴
え
か
け
て
く
る
大
野
さ
ん
の
詩
の
特
長
が
よ
く
描

か
れ
て
い
る
。
大
野
さ
ん
は
人
が
さ
り
げ
な
く
言
う
言
葉

の
中
に
、
深
い
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
詩
の

中
心
テ
ー
マ
に
据
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
然
体
の
中

に
、
実
は
劇
的
で
詩
的
な
仮
構
空
間
が
形
作
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
ま
た
母
の
言
葉
を
大
野
さ
ん
が
何
十
年
も
想
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こ
の
優
し
い
小
さ
な
星
の

一
瞬
に
し
て
崩
れ
去
る
平
和
の
脆
さ
よ

一
人
は
心
が
痛
む
か
ら
見
な
い
と
言
い

一
人
は
心
を
痛
め
な
が
ら
見
つ
づ
け
る

は
る
ば
る
と
傷
を
抱
い
て
来
た
ふ
た
り
が

難
民
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る

　

大
野
さ
ん
は
戦
争
末
期
に
は
十
五
、六
歳
だ
っ
た
の
で
、

勤
労
学
徒
動
員
に
も
駆
り
出
さ
れ
て
様
々
な
戦
争
の
悲
劇

に
遭
遇
し
た
の
だ
ろ
う
。
大
分
市
は
海
軍
基
地
が
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
延
べ
二
十
二
回
に
も
及
ん
だ
大
分
空
襲
が

あ
り
、
そ
の
中
に
は
鶴
崎
空
襲
も
あ
っ
た
。
ま
た
近
県
の

八
幡
空
襲
や
福
岡
大
空
襲
に
も
多
く
の
関
係
者
が
い
た
か

も
知
れ
な
い
。
大
野
さ
ん
は
直
接
的
に
は
そ
の
経
験
を
語

ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
こ
の
「
ふ
た

り
」
と
い
う
詩
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
ふ
た

り
」
と
い
う
詩
の
魅
力
は
、
た
と
え
夫
婦
で
あ
っ
て
も
感

じ
方
は
全
く
異
な
る
反
応
を
示
す
も
の
だ
が
、
そ
の
感
受

性
の
違
い
の
根
本
に
あ
る
戦
争
の
悲
劇
の
痛
み
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
こ
と
だ
。
今
も
続
い
て
い
る
ミ
サ
イ
ル
攻
撃

や
空
襲
空
爆
に
さ
ら
さ
れ
る
ア
フ
ガ
ン
の
難
民
た
ち
へ
、

寄
り
添
う
よ
う
な
思
い
が
最
終
連
の
四
行
を
刻
ま
せ
た
の

だ
。「
一
人
は
心
が
痛
む
か
ら
見
な
い
と
言
い
／
一
人
は

心
を
痛
め
な
が
ら
見
つ
づ
け
る
／
は
る
ば
る
と
傷
を
抱
い

て
来
た
ふ
た
り
が
／
難
民
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
さ
ま
よ
っ

て
い
る
」
と
い
う
四
行
は
、
大
野
さ
ん
の
正
直
な
思
い
な

の
だ
が
、
戦
争
の
悲
劇
を
語
り
継
い
で
い
く
日
本
人
が
決

し
て
手
放
し
て
は
な
ら
な
い
平
和
思
想
の
根
幹
に
関
わ
る

も
の
だ
と
私
は
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
も

「
ふ
た
り
」
は
大
野
さ
ん
の
代
表
作
に
な
る
詩
篇
だ
と
私

は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
か
ら
い
つ
も
「
立
派
に
な
っ

た
な
あ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。「
息
子
の
未
来
を
夢
見
る
母

が
／
自
ら
え
が
い
た
ま
ぼ
ろ
し
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
失

望
さ
せ
な
い
た
め
に
生
き
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

大
野
さ
ん
の
詩
の
言
葉
は
、
他
者
の
肉
声
に
込
め
ら
れ
た

愛
情
や
幸
せ
を
願
う
思
い
や
切
実
な
生
の
叫
び
を
掬
い

取
っ
て
、
自
ら
の
内
面
の
深
い
と
こ
ろ
で
対
話
を
成
立
さ

せ
て
い
る
。
そ
の
対
話
は
静
か
で
強
靭
な
響
き
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
の
だ
。

　

次
に
詩
「
ふ
た
り
」
を
読
ん
で
み
た
い
。

ふ
た
り

「
見
た
く
な
い
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
か
え
て
…
…
」

と
妻
は
目
を
そ
む
け
る

（
こ
の
時
間
帯
は
ど
こ
も
同
じ
な
の
に
）

わ
た
し
は
目
を
離
さ
な
い
で
見
つ
づ
け
る

荒
れ
果
て
て
空
ま
で
か
わ
い
た
ア
フ
ガ
ン

爆
弾
が
大
地
を
飛
沫
の
如
く
噴
き
上
げ
る

砂
塵
の
な
か
に
生
ま
れ　

さ
ま
よ
う

無
数
の
難
民
の
埃
に
ま
み
れ
た
顔
、
顔
、
顔
…
…

抱
か
れ
た
子
供
の
あ
ど
け
な
い
瞳
の
底
に

降
り
積
も
っ
て
ゆ
く
も
の
は
何
だ
ろ
う
か

妻
も
わ
た
し
も　

か
つ
て
戦
争
の
重
圧
の
下
で

そ
れ
ぞ
れ
の
青
春
を
傷
つ
け
葬
っ
て
き
た

あ
れ
か
ら
五
十
六
年　

長
い
時
間
に
洗
わ
れ
て

癒
さ
れ
た
は
ず
の
た
ま
し
い
が

今
こ
の
映
像
を
前
に
す
る
と
張
り
裂
け
て

あ
か
い
血
を
噴
い
て
慟
哭
す
る

宇
宙
で
た
だ
一
つ　

生
命
を
育
ん
で
い
る
と
い
う
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時
間
が
あ
ふ
れ

光
が
あ
ふ
れ

ふ
く
ら
む　

ふ
く
ら
む

小
鳥
の
夢

両
手
を
し
っ
か
り
と
繫
い
で

波
が
歓
声
を
響
か
せ
な
が
ら

磯
辺
に
向
か
っ
て

激
し
く
駆
け
よ
っ
て
く
る

「
ぼ
く
」
は
そ
の
砕
け
散
る

真
っ
白
な
飛し
ぶ
き沫

の
中
か
ら

広
い
空
へ
と
飛
び
立
つ
の
だ

　

大
野
さ
ん
は
、
早
朝
に
大
野
川
流
域
を
散
歩
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
特
に
第
二
詩
集
の
詩
作
時
期
は
、
長
年
連
れ

添
っ
た
妻
が
入
院
し
一
人
暮
ら
し
だ
っ
た
そ
う
だ
。
新
詩

集
の
詩
に
は
、
大
野
さ
ん
の
散
歩
し
な
が
ら
見
る
風
景
に

触
発
さ
れ
て
く
る
生
き
生
き
し
た
歩
行
の
リ
ズ
ム
が
乗
り

移
っ
て
い
る
。
そ
の
身
体
の
芯
か
ら
暖
ま
っ
て
来
る
言
葉

が
「
温
も
り
の
あ
る
言
葉
」
に
転
換
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ

う
。「
新
し
い
朝
の
／
凍
え
た
霜
の
芯
か
ら
／
熱
く
立
ち

上
が
る
も
の
が
あ
る
」
と
は
、
大
野
さ
ん
が
戦
前
の
大
野

川
流
域
と
海
辺
で
戯
れ
て
い
た
少
年
時
代
の
感
受
性
が
身

体
の
内
部
か
ら
甦
っ
て
き
た
に
違
い
な
い
。
大
野
さ
ん
の

自
宅
の
最
寄
の
駅
は
鶴
崎
だ
が
、
こ
の
別
府
湾
の
東
側
に

位
置
す
る
鶴
崎
は
、
幕
末
の
勝
海
舟
や
坂
本
竜
馬
が
長
崎

に
向
か
う
際
に
立
ち
寄
っ
た
中
継
地
点
で
あ
り
、
当
時
は

毛
利
空
桑
と
い
う
儒
学
者
で
尊
王
攘
夷
論
者
が
い
て
吉
田

松
陰
と
も
親
交
が
あ
り
、
ま
た
勝
海
舟
や
全
国
の
尊
王
攘

夷
の
志
士
た
ち
が
鶴
崎
に
来
訪
し
た
時
に
は
、
交
流
を
持

ち
影
響
を
与
え
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
最
盛
期
に
は
門

人
が
千
名
も
い
た
と
い
う
。
風
光
明
媚
な
鶴
崎
の
海
岸
は

　
　

３

　

第
二
詩
集
に
な
る
新
詩
集
『
小
鳥
の
夢
』
は
、
四
章

五
十
二
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
詩
集
刊
行
か
ら
一
年

数
ヶ
月
で
五
十
篇
以
上
の
詩
篇
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

大
野
さ
ん
は
八
十
歳
を
過
ぎ
た
今
が
最
も
多
産
な
詩
作
の

時
期
と
な
っ
た
の
だ
。
大
野
さ
ん
の
言
葉
は
、
よ
り
自
由

に
よ
り
率
直
に
よ
り
温
も
り
の
あ
る
言
葉
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
い
や
む
し
ろ
大
野
さ
ん
の
発
語
す
る
も
の
は
、
詩

と
し
か
言
え
な
い
言
葉
に
自
然
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
に
捉
わ
れ
て
く
る
詩
篇
群
な
の

だ
。
一
章
の
冒
頭
の
詩
「
小
鳥
の
夢
」
を
引
用
し
て
み
る
。

小
鳥
の
夢

新
し
い
朝
の

凍
え
た
霜
の
芯
か
ら

熱
く
立
ち
上
が
る
も
の
が
あ
る

寒
風
に
こ
ぼ
れ
散
る

サ
ザ
ン
カ
の
花

そ
の
葉
陰
に
は
幾
つ
も
の

可
愛
い
蕾
の
ま
な
ざ
し
が

赤
く
燃
え
て
い
る
…
…

夜
は
一
線
の
む
こ
う
に
消
え

は
っ
き
り
と
朝
が
来
た

は
る
か
な
海
の
彼
方

太
陽
に
せ
か
さ
れ
て

け
さ
も　

金
色
の
竜
が

光
芒
を
き
ら
め
か
せ
な
が
ら
駆
け
上
が
り

あ
で
や
か
に
乱
れ

や
が
て
静
か
に
姿
を
消
す

空
は
春
を
呼
ぶ
水
の
色
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の
生
き
る
美
意
識
を
語
っ
て
い
る
。
冬
の
詩
篇
の
中
に
は
、

詩
「
鴨
の
温
も
り
」
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
工
場
廃
水
に

よ
っ
て
大
野
川
流
域
が
水
鳥
た
ち
の
「
生
命
を
傷
め
る
場

所
と
な
る
の
で
は
…
…
」
と
警
告
し
て
い
る
。
大
野
さ
ん

の
言
葉
は
、「
鴨
の
温
も
り
」
を
こ
の
世
の
「
命
の
温
も

り
」
と
し
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

二
章
の
十
四
篇
は
、
妻
、
父
母
、
兄
、
祖
母
、
叔
母
、

孫
と
の
自
然
な
触
れ
合
い
の
中
で
、
感
じ
た
最
も
大
切
な

思
い
出
を
感
動
的
に
語
っ
て
い
る
。
三
章
の
十
一
篇
は
、

戦
争
中
の
悲
劇
を
記
し
た
詩
篇
や
旧
友
や
詩
人
と
の
永
久

の
別
れ
を
描
い
た
痛
烈
な
詩
篇
群
だ
。
四
章
の
十
一
篇
は
、

大
野
さ
ん
の
今
を
生
き
る
暮
ら
し
や
生
活
心
情
や
動
植
物

を
見
つ
め
る
視
線
が
描
か
れ
て
い
る
。
最
後
に
置
か
れ
た

詩
「
山
に
向
か
っ
て
」
を
引
用
し
た
い
。
こ
の
詩
は
大
野

さ
ん
と
い
う
詩
人
の
宿
命
を
語
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
多

く
の
人
間
の
宿
命
を
も
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
大
分
県
の

大
野
川
を
愛
す
る
人
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
場
所
の
山
河

や
海
辺
を
愛
す
る
人
た
ち
や
大
切
な
人
の
思
い
出
を
生
き

て
い
る
人
び
と
に
愛
読
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

山
に
向
か
っ
て

僕
は
ま
た

出
発
点
に
立
っ
て
い
る

寒
々
と
し
た
冬
の
た
そ
が
れ
だ

僕
は
ま
た

山
に
向
か
っ
て
立
っ
て
い
る

荒
涼
と
し
た

見
知
ら
ぬ
土
地
だ

僕
に
と
っ
て
こ
の
世
と
は

ほ
そ
ぼ
そ
と
続
く
闇
の
回
廊

際
限
の
な
い
楕だ

円え
ん

運
動

昭
和
三
十
年
代
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
現
在
は
臨
海
工
業
地

帯
に
変
わ
っ
て
い
る
。
大
野
さ
ん
の
こ
の
「
小
鳥
の
夢
」

に
出
て
く
る
磯
辺
の
光
景
は
、
き
っ
と
砂
浜
や
磯
が
広
が

る
自
然
な
鶴
崎
の
海
岸
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
時
間
が

あ
ふ
れ
／
光
が
あ
ふ
れ
／
ふ
く
ら
む　

ふ
く
ら
む
／
小
鳥

の
夢
」
と
い
う
詩
行
は
、
磯
辺
に
戯
れ
て
い
た
少
年
・
青

年
の
頃
の
大
野
さ
ん
の
感
受
性
そ
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

大
野
さ
ん
の
精
神
は
世
界
に
開
か
れ
て
い
て
、
後
に
英
語

の
教
師
に
な
っ
て
多
く
の
子
供
た
ち
を
励
ま
し
て
彼
ら
の

夢
を
育
て
て
い
こ
う
と
誓
っ
た
に
違
い
な
い
。「
小
鳥
の

夢
」
と
は
、
少
年
・
青
年
時
代
の
大
野
さ
ん
の
夢
で
あ
り

な
が
ら
、
大
野
さ
ん
が
関
わ
っ
た
教
師
時
代
の
子
供
た
ち

の
夢
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
大
野
さ
ん
は
早
朝
に
大
野
川
流

域
か
ら
か
つ
て
の
鶴
崎
の
海
岸
を
臨
み
、「
小
鳥
の
夢
」

を
反
復
し
て
生
き
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
た
。

　

一
章
十
六
篇
の
そ
の
他
の
詩
篇
は
春
か
ら
始
ま
り
冬
ま

で
の
四
季
折
々
の
詩
篇
群
だ
。
詩
「
神
の
息
づ
か
い
」

は
、「
朝
な
朝
な
／
あ
た
ら
し
い
」
経
験
を
伝
え
て
い
る
。

詩
「
仏
の
里
」
で
は
、「
慈
愛
の
思
い
み
な
ぎ
ら
せ
」
る

「
仏
の
里
」
へ
と
「
足
が
自
然
に
私
を
こ
こ
に
運
ん
で
く

る
」
と
い
う
。
詩
「
啓け
い
ち
つ蟄
の
呼
び
声
」
で
は
、
大
野
さ
ん

を
「
虫
が
一
匹
」
呼
ん
で
い
る
暖
か
い
日
を
記
し
て
い
る
。

詩
「
蜜
を
吸
う
鶯
」
で
は
、
少
年
時
代
に
椿
の
花
の
蜜
を

吸
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
、
蜜
を
吸
う
鶯
と
少
年
時
代
の

飢
え
を
重
ね
て
い
る
。
詩
「
紫
陽
花
と
五
銭
玉
」
で
は
、

「
八は
ち
ま
ん幡
様
の
祭
り
の
人
込
み
の
中
で
」
五
銭
玉
を
握
ら
せ

て
く
れ
た
「
美
し
い
女
の
人
」
の
妖
し
い
魅
力
を
伝
え
て

い
る
。
詩
「
夏
の
ほ
と
と
ぎ
す
」
で
は
、
春
と
夏
の
ほ
と

と
ぎ
す
の
鳴
き
声
の
違
い
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
っ
て
い
る
。

詩
「
柿
を
あ
り
が
と
う
」
で
は
、
柿
を
贈
っ
て
く
れ
た
人

へ
の
感
謝
と
同
時
に
、
秋
と
い
う
季
節
を
知
ら
せ
て
く
れ

る
柿
そ
の
も
の
へ
の
感
謝
を
伝
え
て
い
る
。
詩
「
紅
葉
の

よ
う
に
」
で
は
、「
わ
た
し
も
／
人
生
の
終
わ
り
に
は
／

せ
め
て
／
美
し
き
紅
葉
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
大
野
さ
ん
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夢
中
で
さ
ま
よ
っ
て

気
が
つ
け
ば
ま
た

出
発
点
に
戻
っ
て
い
る

足
跡
さ
え
も
残
っ
て
い
な
い

そ
れ
で
も

僕
は
ま
た
出
発
す
る

生
き
て
い
る
限
り
歩
く

得
る
か
失
う
か
で
は
な
く

そ
れ
が

人
間
と
し
て
の

宿
命
だ
か
ら

夢
だ
か
ら

今
日
も
ま
た

出
発
点
に
立
っ
て
い
る

山
に
向
か
っ
て
立
っ
て
い
る
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