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望

今
︑
戦
争
を
詠
む
こ
と

三
沢
左
右

川
野
里
子
歌
集
﹃
ウ
ォ
ー
タ
ー
リ
リ
ー
﹄
を
読
ん

だ
︒
作
者
は
一
冊
を
通
し
て
一
編
の
詩
を
編
ん
だ
の

だ
と
感
じ
た
︒
様
々
な
題
材
が
詠
ま
れ
る
歌
集
だ
が
︑

統
一
感
は
損
な
わ
れ
な
い
︒
連
作
の
構
成
︑
歌
集
全

体
の
構
成
が
見
事
な
一
冊
だ
︒

ウ
ォ
ー
タ
ー
リ
リ
ー
こ
こ
ろ
に
浮
か
べ
ウ
ォ
ー

タ
ー
リ
リ
ー
光
に
ふ
れ
て
わ
た
し
は
揺
れ
る

な
ま
ぐ
さ
く
群
生
の
水
仙
せ
ま
り
く
る
背
後
は

海
に
落
ち
る
岬
に

一
首
目
︑
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
か
つ
て
の
戦
争
に
思

い
を
馳
せ
る
連
作
中
の
一
首
だ
が
︑
﹁
ウ
ォ
ー
タ
ー

リ
リ
ー
﹂
を
反
復
す
る
趣
向
の
作
品
は
歌
集
中
に
繰

り
返
さ
れ
る
︒
異
な
る
題
材
の
連
作
が
同
じ
フ
レ
ー

ズ
を
共
有
す
る
こ
と
で
︑
一
冊
の
声
調
が
整
う
︒

二
首
目
は
歌
集
終
盤
に
登
場
す
る
︒
生
死
の
境
界

線
上
に
咲
く
印
象
の
花
を
﹁
海
に
落
ち
る
岬
﹂
に
配

置
す
る
こ
と
で
戦
争
の
悲
劇
を
想
起
さ
せ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
現
代
日
本
に
お
い
て
戦
争
を
詠
む
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
ほ
と
ん
ど
の
現

代
歌
人
は
戦
争
を
自
身
の
体
験
と
し
て
持
た
な
い
︒

た
と
え
ば
宮
�
二
の
﹃
山
西
省
﹄
は
今
も
っ
て
歌
人

の
範
た
る
べ
き
歌
集
だ
と
私
は
考
え
る
が
︑
現
代
の

私
た
ち
が
時
代
背
景
の
異
な
る
戦
争
詠
の
傑
作
を
内

容
や
形
式
だ
け
を
模
倣
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
﹁
新

作
﹂
を
現
代
に
問
う
意
義
は
薄
い
だ
ろ
う
︒

一
方
︑
新
聞
や
テ
レ
ビ
報
道
の
受
け
売
り
︑
見
出

し
の
よ
う
な
短
歌
も
意
義
は
小
さ
い
︒
リ
ア
ル
タ
イ

ム
の
戦
争
の
映
像
を
高
精
度
で
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
時
代
︑
圧
倒
的
な
現
実
に
言
葉
は
ど
う
向
き
合

う
べ
き
か
︒

こ
こ
で
私
は
︑
近
現
代
の
短
歌
に
と
ら
わ
れ
ず
︑

過
去
の
詩
に
学
ん
で
み
た
い
︒

英
国
の
小
説
家
で
詩
人
で
も
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ハ

ー
デ
ィ
は
︑
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
空
気
を
詩
に
残

し
た
︒
町
に
漂
う
不
安
を
詩
に
昇
華
し
た
一
節
を
引

用
す
る
︒
具
象
性
と
象
徴
性
が
︑
詩
的
で
あ
り
な
が

ら
生
々
し
く
往
時
の
空
気
を
伝
え
る
︒

闇
の
中
を
け
た
た
ま
し
く
／
一
頭
の
馬
が
疾
走
す

る
／
石
畳
の
わ
だ
ち
の
上
を
袞
／
︿
死
神
﹀
が
の

し
歩
き
／
す
べ
て
を
震
え
あ
が
ら
す
よ
う
に
袞

﹁
戦
時
中
の
大
晦
日
﹂
︵
古
川
隆
夫
訳
︶

ス
ペ
イ
ン
の
詩
人
ガ
ル
シ
ア
・
ロ
ル
カ
は
︑
ス
ペ

イ
ン
内
戦
初
期
に
処
刑
さ
れ
た
︒
情
熱
と
ロ
マ
ン
の

詩
人
で
あ
る
ロ
ル
カ
に
戦
争
を
直
接
に
詠
う
詩
は
多

く
な
い
が
︑
警
察
兵
の
横
暴
を
詠
っ
た
以
下
の
引
用

作
は
内
戦
下
の
共
和
政
府
の
兵
士
に
愛
唱
さ
れ
た
と

い
う
︒
ロ
ル
カ
の
詩
の
持
つ
力
は
︑
戦
時
の
現
実
を

生
き
る
人
々
に
届
い
た
の
だ
︒

馬
は
黒
︒
／
蹄
鉄
も
黒
︒
／
マ
ン
ト
の
上
に
／
イ

ン
ク
と
蠟
の
し
み
が
光
る
︒
／
頭
蓋
骨
は
鉛
で
出

来
︑
／
そ
れ
故

彼
ら
は
涙
を
知
ら
ぬ
︒

｢
ス
ペ
イ
ン
警
察
兵
の
ロ
マ
ン
セ
｣
(
小
海
永
二
訳
)

漢
詩
に
﹁
辺
塞
詩
﹂
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
あ
る
︒

中
国
辺
境
の
任
に
着
く
兵
士
や
︑
残
さ
れ
た
家
族
の

心
情
を
詠
う
詩
で
あ
り
︑
日
本
の
﹁
防
人
歌
﹂
に
も

通
じ
る
︒
現
代
で
は
受
け
入
れ
に
く
い
価
値
観
で
は

あ
る
が
︑
力
強
さ
と
優
美
さ
︑
憂
い
を
湛
え
た
言
葉

は
今
な
お
魅
力
的
だ
︒
一
節
を
引
用
す
る
︒

酔
臥
沙
場
君
莫
笑
／
古
来
征
戦
幾
人
回

王お
う

翰か
ん

﹁
涼
州
詞
﹂

﹁
酔
っ
て
砂
漠
に
伏
せ
る
私
を
笑
わ
な
い
で
く
れ
︑

遠
征
か
ら
生
還
で
き
た
兵
な
ど
ど
れ
ほ
ど
も
い
な
い

の
だ
か
ら
﹂
と
王
翰
は
感
傷
を
詠
う
︒
短
い
詩
形
に

詩
人
は
人
間
精
神
を
美
し
く
織
り
込
ん
で
ゆ
く
︒

﹁
詩
歌
で
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
﹂
と

詩
歌
を
特
権
化
し
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
現
実
か
ら
離

れ
て
い
く
こ
と
は
︑
翻
っ
て
詩
歌
の
力
を
弱
め
る
だ

ろ
う
︒
だ
が
︑
現
代
に
詩
が
力
を
持
ち
う
る
と
す
れ

ば
︑
そ
の
道
筋
は
︑
現
実
に
対
峙
し
つ
つ
詩
歌
の
伝

統
を
再
検
討
す
る
中
で
現
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
︒


