
新
・
評
論
の
場
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き
ら
き
ら
星
と
て
ま
り
唄
～
介
護
の
な
か
に
あ
る
詩
～

中
村

敬
子

介
護
の
当
事
者
と
な
っ
た
と
き
︑
そ
れ
ま
で
の
人
生
に
は
無
か
っ
た

様
々
な
問
題
と
直
面
し
て
戸
惑
っ
た
︒
一
昨
年
父
を
︑
そ
の
数
年
前
に

母
を
看
取
り
︑
し
ば
ら
く
時
間
が
た
っ
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
歌
ど

こ
ろ
で
は
な
い
よ
う
な
時
で
も
︑
た
だ
単
純
に
歌
は
消
え
ず
に
支
え
と

な
り
︑
生
き
る
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
く
︒
行
政
の
力
の
及
ば
な

い
と
こ
ろ
で
介
護
当
事
者
に
寄
り
添
え
る
可
能
性
を
持
つ
短
歌
の
存
在

感
を
︑
現
在
実
感
し
て
い
る
︒
こ
の
感
覚
が
ま
だ
生
々
し
く
あ
る
う
ち

に
︑
介
護
と
短
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

両
親
の
介
護
に
行
き
詰
ま
り
︑
介
護
関
係
の
本
を
読
み
漁
っ
た
︒
そ

の
な
か
の
一
冊
︑
大
井
玄
﹃
病
か
ら
詩
が
う
ま
れ
る

看
取
り
医
が
み

た
幸
せ
と
悲
哀
﹄
の
あ
と
が
き
に
次
の
一
文
が
あ
る
︒

こ
ち
ら
を
寄
せ
付
け
ぬ
病
と
老
の
姿
に
接
し
て
生
じ
る
想
い
に
は
︑

苦
さ
と
︑
無
力
感
と
︑
悲
し
さ
と
︑
申
し
訳
な
さ
の
味
が
つ
い
て
い

ま
し
た
︒
こ
の
想
い
は
論
文
で
は
表
現
で
き
ま
せ
ん
︒
酒
で
想
い
を

紛
ら
わ
せ
る
時
期
も
続
き
ま
し
た
が
︑
い
つ
の
ま
に
か
老
・
病
・
死

に
つ
い
て
の
詩
歌
を
探
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

終
末
期
医
療
で
見
た
人
生
の
真
実
と
詩
歌
を
結
び
な
が
ら
︑
大
井
自

身
も
短
歌
と
俳
句
を
詠
む
よ
う
に
な
る
︒﹁
苦
さ
と
︑
無
力
感
と
︑
悲

し
さ
と
︑
申
し
訳
の
な
さ
の
味
﹂
は
私
自
身
の
気
持
ち
と
も
重
な
り
︑

少
し
だ
け
楽
に
な
れ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
︒

ま
ず
家
族
か
ら
愚
痴
混
じ
り
の
病
人
の
様
子
を
聞
き
︑
ぽ
つ
ね
ん
と

正
座
し
て
い
る
着
物
姿
の
認
知
症
女
性
を
型
ど
お
り
診
察
す
る
︒

︵
同
︶

母
屋
と
別
の
離
れ
に
︑
ひ
っ
つ
め
に
し
た
白
髪
頭
を
う
つ
む
け
て
悄

然
と
一
人
座
る
姿
を
み
て
︑
一
瞬
足
を
止
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒

(同
︶

本
文
中
の
こ
う
い
っ
た
診
察
の
場
面
の
描
写
か
ら
︑
ふ
と
あ
る
一
首

が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
︒

つ

く

ね

ん

と

日

暮

れ

の

部

屋

に

座

り

を

り

過

去

世

の

ひ

と

の

ご

と

き

母

親

永
井
陽
子
﹃
て
ま
り
唄
﹄
の
巻
頭
歌
で
あ
る
︒

一

永
井
陽
子
﹃
て
ま
り
唄
﹄
に
見
る
介
護
と
孤
独

巻
頭
︑
一
首
の
み
が
そ
れ
こ
そ
つ
く
ね
ん
と
置
か
れ
︑
母
親
の
座
し

た
姿
が
見
え
る
︒
こ
の
母
親
に
病
が
あ
る
か
ど
う
か
は
論
外
で
︑﹁
過

去
世
の
ひ
と
﹂
の
一
言
で
現
実
か
ら
す
と
ん
と
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
へ
移

行
す
る
︒
生
き
て
い
な
が
ら
も
う
過
去
の
世
の
ひ
と
の
よ
う
と
い
う
こ

の
比
喩
に
︑
時
間
を
超
越
し
た
老
い
と
い
う
も
の
の
正
体
が
一
瞬
見
え

て
く
る
よ
う
だ
︒
ペ
ー
ジ
を
捲
り
な
が
ら
︑
ま
る
で
古
家
の
襖
を
ひ
く
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よ
う
な
気
持
に
な
る
︑
珠
玉
の
巻
頭
歌
と
言
え
る
︒

永
井
は
こ
の
﹃
て
ま
り
唄
﹄
で
︑
初
め
て
私
性
の
強
い
作
品
を
曝
す

と
あ
と
が
き
に
書
い
た
︒
確
か
に
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界

と
は
違
う
色
と
な
っ
て
い
る
が
︑
私
は
こ
の
歌
集
に
老
い
や
介
護
か
ら

生
ま
れ
る
詩
を
感
じ
る
︒

さ

み

ど

り

の

風

が

ク

サ

タ

ヲ

ク

サ

タ

ヲ

と

吹

く

日

に

な

れ

ば

歩

ま

む

母

も

中
村
草
田
男
の
次
の
一
句
を
意
識
し
て
い
る
と
思
え
る
︒

万

緑

の

中

や

吾あ

子こ

の

歯

生

え

初

む

る

若
草
色
の
風
が
吹
く
頃
に
は
︑
歯
の
生
え
初
め
た
子
供
の
よ
う
に
母

も
歩
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
い
う
永
井
の
歌
に
は

子
供
の
生
と
老
人
の
生
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
並
列
さ
れ
て
い
て
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
時
間
が
風
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
︒
俳
人
名
を
オ
ノ
マ
ト
ペ

と
し
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
二
重
構
造
︒
た
と
え
草
田

男
が
わ
か
ら
な
く
て
も
草
と
い
う
音
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
で
一
面
の
緑

を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
︒
結
句
の
歩
ま
む
で
︑
今
は
歩
け
な
い
と
い

う
事
実
が
わ
か
る
︒
惟
や
車
椅
子
と
い
っ
た
道
具
を
使
わ
ず
に
︑
も
の

哀
し
く
美
し
い
調
べ
の
中
で
介
護
を
詠
っ
て
い
る
の
だ
︒

つ

つ

ま

し

き

日

を

く

り

か

へ

し

雨

の

季

が

ま

た

来

ぬ

母

の

箒

も

湿

る

か

り

そ

め

に

こ

の

世

に

あ

り

て

何

と

せ

う

立

つ

た

ま

ま

夢

を

見

て

ゐ

る

箒

竹

箒

あ

た

ら

し

く

買

ふ

寒

の

日

の

老

い

た

る

母

の

と

む

ら

ひ

の

た

め

箒
の
歌
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
歌
集
の
中
ほ
ど
か
ら
終
わ
り
近
く
に
置
か

れ
て
い
て
︑
読
後
こ
の
箒
が
心
に
残
っ
た
︒
一
首
目
は
母
の
日
常
の
道

具
と
し
て
の
︑
二
首
目
は
母
あ
る
い
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
人
生
の

比
喩
と
し
て
の
箒
︒
そ
し
て
三
首
目
の
あ
た
ら
し
く
買
う
竹
箒
で
は
母

が
亡
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
歌
は
心
情
を
具
象
に
託
す
表
現
と
な

っ
て
い
る
︒
地
味
で
古
め
か
し
い
箒
が
︑
母
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
と
死

を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ボ
ケ
と
い
う
の
は
︑
も
し
か
し
た
ら
老
人
た
ち
の
や
む
を
え
ぬ
自

己
防
衛
な
の
で
は
な
い
の
か
︒
町
も
歩
け
ず
︑
激
し
い
変
化
に
つ
い

て
い
け
な
い
お
年
寄
り
た
ち
は
︑
居
心
地
の
悪
い
現
実
か
ら
も
う
お

り
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
︑
自
分
だ
け
の
平
安
を
得
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

﹃
モ
モ
タ
ロ
ウ
は
泣
か
な
い
﹄

永
井
は
エ
ッ
セ
イ
で
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒
暖
か
く
︑
か
つ
冷

静
な
見
方
だ
と
思
う
︒
歌
を
詠
む
︑
文
章
を
書
く
と
い
う
行
為
は
︑
介

護
の
渦
中
に
あ
っ
て
も
心
の
俯
瞰
性
を
保
た
せ
て
く
れ
る
︒
幸
い
に
も

エ
ッ
セ
イ
が
残
っ
て
い
た
こ
と
で
︑
一
層
﹃
て
ま
り
唄
﹄
全
体
の
理
解

が
深
ま
っ
た
︒

そ
ん
な
私
の
周
辺
で
︑
か
ぞ
え
う
た
で
も
歌
う
よ
う
に
︑
母
は
少
し

ず
つ
老
い
て
い
っ
た
︒

︵
同
︶

た

ま

し

ひ

を

奪

わ

れ

て

な

ほ

生

き

継

げ

る

老

人

が

こ

の

朝

に

鞠

つ

く

か

ぞ

へ

う

た

か

ぞ

へ

か

ぞ

へ

て

石

段

を

く

だ

れ

ば

お

の

が

こ

こ

ろ

の

中

ぞ

と

ろ

と

ろ

子

と

ろ

子

を

盗と

ら

る

れ

ば

鬼

に

な

る

と

耄

け

し

母

に

言

ひ

た

る

は

誰

母

が

め

そ

め

そ

泣

く

陽

だ

ま

り

や

こ

ん

な

日

は

手
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鞠

つ

き

つ

つ

遊

べ

た

ら

よ

し

て

ま

り

唄

手

鞠

つ

き

つ

つ

う

た

ふ

ゆ

ゑ

に

は

か

に

老

け

て

ゆ

く

影

法

師

こ
れ
ら
の
歌
は
自
然
と
歌
集
全
体
に
音
楽
性
を
生
み
だ
す
︒﹃
て
ま

り
唄
﹄
は
﹃
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
電
話
帳
﹄
と
同
時
期
に
読
ま
れ
た
作
品

で
あ
る
︒
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
っ
た
永
井
だ
が
︑
ど
ち
ら
に
も
音

楽
性
が
あ
り
︑﹃
て
ま
り
唄
﹄
に
は
童
歌
に
み
ら
れ
る
五
音
音
階
の
哀

愁
あ
る
響
き
が
内
在
し
て
い
る
︒
母
の
生
き
た
時
代
︑
生
き
様
︒
そ
し

て
両
親
の
晩
年
の
子
と
し
て
生
ま
れ
︑
も
の
心
つ
い
た
頃
に
は
す
で
に

眼
前
に
あ
っ
た
老
い
と
向
き
合
っ
て
き
た
自
身
の
孤
独
感
は
こ
だ
わ
っ

て
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
厳
し
い
も
の
で
あ
り
︑

そ
れ
ら
と
自
分
の
世
界
観
と
の
凌
ぎ
合
い
の
末
に
生
ま
れ
た
︑
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
を
再
構
築
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
こ
そ
が
永
井
が
初
め
て
曝

し
た
私
性
な
の
で
は
な
い
か
︒
永
井
の
繊
細
な
神
経
と
美
意
識
に
と
っ

て
は
︑
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

あ

さ

が

ほ

が

し

づ

か

に

ほ

ど

く

藍

を

見

き

身

の

丈

ほ

ど

の

範

囲

を

生

き

て

こ
の
静
か
な
一
首
は
永
井
の
生
き
方
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
︒

﹁
ほ
ど
の
﹂
と
い
う
絶
妙
な
曖
昧
さ
が
人
生
を
楽
に
し
て
く
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
後
は
遺
歌
集
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
永
井
の
孤
独
感

に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
竹
志
﹃
孤
独
な
る
歌
人
た
ち
﹄
︱
永
井
陽
子
の
歌

︱
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
鈴
木
は
︑﹁
他
者
を
受
け
容
れ
な
い
と
い
う

永
井
の
孤
独
こ
そ
が
︑
真
の
孤
独
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒﹂
と
解
き

明
か
し
て
い
る
︒
永
井
は
孤
独
な
介
護
を
終
え
た
あ
と
︑
さ
ら
に
深
い

孤
独
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
考
え
る
と
︑

介
護
は
救
い
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
え
る
︒

二

小
島
ゆ
か
り
の
愛
の
歌

小
島
ゆ
か
り
の
介
護
の
歌
は
す
で
に
第
一
歌
集
か
ら
登
場
す
る
︒
二

十
代
終
わ
り
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
介
護
は
小
島
か
ら
離
れ
な
い
︒

こ
こ
で
は
第
十
歌
集
﹃
さ
く
ら
﹄
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
︒

歌
集
後
半
の
時
期
は
と
り
わ
け
︑
鬱
病
と
認
知
症
の
父
の
歌
ば
か
り

詠
み
︑
も
う
そ
れ
以
外
の
歌
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐

怖
を
繰
り
返
し
味
わ
い
ま
し
た
が
︑
そ
れ
で
も
︑
歌
を
作
る
こ
と
が

わ
た
し
に
新
し
い
気
力
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
こ
の
な
か
の

何
首
か
で
も
︑
介
護
の
歌
で
は
な
く
愛
の
歌
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ

け
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
︑
歌
も
私
も
幸
せ
に
思
い
ま
す
︒

︵﹃
さ
く
ら
﹄
あ
と
が
き
︶

小
島
の
第
八
歌
集
に
﹃
ご
く
自
然
な
る
愛
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
︑
愛
と

い
う
言
葉
を
無
防
備
に
使
い
こ
な
せ
る
歌
人
は
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒
介

護
の
歌
で
は
な
く
愛
の
歌
と
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
︒
小
島
と
私

は
同
年
代
な
の
で
︑
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
響
い
た
︒
介
護
の
そ
の
行
為
の

み
に
関
心
が
集
中
し
て
︑
介
護
の
根
底
部
分
︑
つ
ま
り
な
ぜ
介
護
を
す

る
の
か
と
い
う
肝
心
部
分
を
私
は
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ち

ち

は

は

は

ひ

と

つ

ふ

く

ろ

の

な

か

に

ゐ

て

ふ

く

ら

み

し

ぼ

み

老

年

の

秋

老

齢

の

姑は
は

お

も

ひ

母

お

も

ふ

と

き

き

ら

き

ら

星

の

歌

う

た

ひ

た

し

不

自

由

の

人

に

自

由

の

こ

こ

ろ

あ

り

去

り

ゆ

く

今

日

の

風

に

手

を

ふ

る

一
首
目
︑
老
年
の
両
親
と
い
う
の
は
︑
し
だ
い
に
二
人
で
ひ
と
つ
と
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い
う
雰
囲
気
が
濃
く
な
る
︒
狭
く
な
っ
て
い
く
世
界
で
互
い
に
支
え
合

い
︑
そ
し
て
争
い
も
す
る
こ
と
を
ふ
く
ら
み
し
ぼ
む
と
表
現
し
た
の
で

あ
ろ
う
︒
ひ
と
つ
ふ
く
ろ
の
な
か
に
い
る
と
い
う
捉
え
方
は
︑
突
飛
な

の
だ
が
腑
に
落
ち
る
も
の
だ
︒

二
首
目
の
き
ら
き
ら
星
の
歌
は
︑
永
井
の
て
ま
り
唄
と
比
べ
て
明
る

い
︒
が
︑
明
る
い
が
ゆ
え
の
寂
さ
が
あ
る
︒
俯
い
て
手
鞠
を
つ
き
な
が

ら
歌
う
て
ま
り
唄
と
︑
夜
空
を
見
上
げ
る
き
ら
き
ら
星
︒
そ
こ
に
二
人

の
歌
の
方
向
性
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
が
︑
音
楽
性
は
共
通
の
も
の

が
あ
る
︒

三
首
目
の
普
遍
へ
の
飛
躍
︑
し
か
も
ま
っ
た
く
平
凡
な
言
葉
だ
け
で

形
成
さ
れ
る
非
凡
な
世
界
は
小
島
独
特
の
も
の
だ
︒
目
に
見
え
る
不
自

由
と
目
に
見
え
な
い
自
由
の
ど
ち
ら
も
肯
定
し
︑
流
れ
や
ま
な
い
時
の

間
に
吹
く
風
を
見
つ
け
て
い
る
︒
去
り
ゆ
く
今
日
の
風
が
見
え
る
自
由

の
こ
こ
ろ
は
穏
や
か
で
あ
る
︒
永
井
が
エ
ッ
セ
イ
で
語
っ
て
い
た
﹁
自

分
だ
け
の
平
安
を
得
る
﹂
こ
と
に
通
じ
よ
う
︒
こ
う
い
っ
た
追
及
し
て

ゆ
く
捉
え
方
は
︑
次
の
三
首
に
も
言
え
る
︒

歯

ブ

ラ

シ

を

え

ん

ぴ

つ

と

言

ふ

父

と

ゐ

て

歯

ブ

ラ

シ

は

い

つ

か

え

ん

ぴ

つ

に

な

る

で

き

る

こ

と

少

な

く

な

り

て

で

き

る

こ

と

の

よ

ろ

こ

び

ふ

か

き

父

に

五

月

が

カ

ス

テ

ラ

を

こ

ぼ

し

こ

ぼ

し

て

ま

ど

か

な

る

黄き

金ん

の

空

気

に

つ

つ

ま

る

る

父

認

知

症

の

父

あ

る

日

々

は

そ

の

ほ

か

の

憂

ひ

ご

と

み

な

忘

れ

て

の

ど

か

歌
の
内
容
は
ど
れ
も
切
な
い
︒
歯
ブ
ラ
シ
を
え
ん
ぴ
つ
と
言
い
︑
で

き
る
こ
と
は
減
り
︑
カ
ス
テ
ラ
を
こ
ぼ
す
︒
こ
う
い
っ
た
現
実
の
み
に

焦
点
を
あ
て
る
と
作
者
も
読
者
も
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
る
が
︑
小
島
は

そ
こ
に
詩
を
見
て
い
る
︒
歯
ブ
ラ
シ
は
え
ん
ぴ
つ
と
な
り
︑
少
な
い
よ

ろ
こ
び
は
ふ
か
く
な
り
︑
こ
ぼ
し
た
カ
ス
テ
ラ
は
黄き

金ん

の
空
気
と
な
る

の
だ
︒
単
純
に
負
と
生
の
数
に
例
え
て
み
る
と
︑
負
を
受
け
取
り
︑
負

の
な
か
に
生
を
み
と
め
︑
負
正
混
沌
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
詩
を
掬
い
上

げ
て
は
自
然
体
に
言
葉
を
発
す
る
こ
と
︒
そ
れ
が
小
島
の
言
う
愛
の
歌

の
意
味
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

四
首
目
は
︑
大
き
す
ぎ
る
憂
い
に
支
配
さ
れ
た
状
態
を
の
ど
か
と
言

う
︒
つ
ま
り
負
か
ら
生
を
導
い
て
い
る
の
だ
︒
哲
学
的
︑
あ
る
い
は
仏

教
的
で
も
あ
る
︒
現
実
と
真
実
︑
現
象
と
本
質
の
違
い
が
明
ら
か
に
こ

れ
ら
の
歌
に
あ
り
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
深
い
思
索
の
道
の
り
を
感
じ

る
︒三

介
護
と
歌
の
未
来
と
は

冬

桜

し

ろ

く

咲

く

べ

し

娘

ら

が

老

い

し

わ

た

し

を

も

て

あ

ま

す

日

も

﹃
折
か
ら
の
雨
﹄

私
は
こ
の
歌
が
小
島
の
覚
悟
に
思
え
る
︒
わ
れ
わ
れ
介か

い

護ご

人び
と

も
や
が

て
は
守
ら
れ
人び

と

と
な
る
︒
そ
の
時
短
歌
は
︑
詩
は
︑
ど
の
よ
う
に
生
ま

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
何
が
解
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

永
井
陽
子
の
時
間
は
残
念
な
こ
と
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
︒
が
︑
ま

だ
眠
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
永
井
の
作
品
が
︑
再
び
こ
の
世
に
で
る
永
井

の
未
来
を
願
う
︒
小
島
の
歌
の
こ
れ
か
ら
を
︑
歌
心
の
こ
れ
か
ら
を
︑

見
つ
め
続
け
る
こ
と
を
自
分
へ
の
宿
題
と
し
て
︑
遠
く
の
山
を
眺
め
る

よ
う
に
歌
と
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
︒
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