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吉
川
宏
志
の
歌
集
『
雪
の
偶
像
』
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

隣
室
に
「
お
ん
し
ゃ
」
「
お
ん
し
ゃ
」
と
面
接
の
練
習
し
つ
つ

籠
も
る
娘
は 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
面
接
に
顔
を
さ
ら
し
て
い
る
娘　

幾
百
の
顔
と
比
べ
ら

る
る
や

　

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
「
お
ん
し
ゃ
」
は
「
御
社
」、

す
な
わ
ち
採
用
試
験
面
接
を
受
け
る
会
社
を
敬
っ
た
言
い
方
。
そ
れ

を
連
呼
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
志
望
動

機
を
述
べ
て
い
る
一
連
の
言
葉
の
中
で
、
「
御
社
」
と
い
う
部
分
が

突
出
し
て
印
象
強
く
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
表
現
し
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
吉
川
に
は
「
御
社
」
と
い
う
言
葉
が
違
和
感
を
伴

う
も
の
と
し
て
響
い
て
き
た
の
だ
。
娘
さ
ん
の
方
も
い
く
ら
若
い
と

は
い
え
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
面
接
に
は
不
慣
れ
で
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
使
い
慣
れ
な
い
「
御
社
」
と
い
う
言
葉
を
と
り
わ
け
注
意
し

て
復
唱
し
て
い
る
よ
う
な
様
子
も
感
じ
取
れ
る
。

　

私
も
教
員
時
代
に
採
用
試
験
の
面
接
官
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
「
お
ん
こ
う
」
と
い
う
言
葉
が
応
募
者
か
ら

聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
違
和
感
を
覚
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
お

ん
こ
う
」
が
す
ぐ
「
御
校
」
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
敬
意
を
表
す
「
御
（
み
・
ご
・
ぎ
ょ
・
お
ん
・
お
お
ん
）
」

は
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
が
、
現
代
の
話
し
言
葉
で
は
「
お
」
に

な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
お
礼
も
う
し
あ
げ
ま
す
」
の
よ
う
に
。

こ
れ
を
「
お
ん
礼
も
う
し
あ
げ
ま
す
」
と
言
う
と
、
も
の
す
ご
く
畏

ま
っ
た
感
じ
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
「
お
ん
し
ゃ
」
「
お
ん
こ
う
」
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
以
前
は
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
該

当
す
る
言
い
方
は
、
特
別
な
敬
意
の
こ
も
ら
な
い
「
こ
ち
ら
の
会
社

（
学
校
）
」
な
ど
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
文
書
な
ど
で
は
「
貴

社
（
校
）
」
と
は
書
い
た
が
、
話
し
言
葉
で
は
ど
ち
ら
も
不
自
然
と

い
う
感
覚
が
一
般
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
会
社
や
学
校
は
建
物
、

組
織
で
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
は
敬
意
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
た
だ
、
か

つ
て
例
外
的
に
神
や
天
皇
、
貴
人
を
背
後
に
意
識
し
た
時
は
そ
の
対

象
と
な
っ
た
の
で
、
「
御
社
（
校
）
」
な
ど
と
言
う
と
急
に
時
代
が
か

っ
た
言
葉
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

　
「
わ
が
社
」
を
い
つ
の
ま
に
か
「
弊
社
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
も
違
和
感
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
の
背
後
に
は
敬
語
表
現

の
混
乱
か
ら
生
じ
る
不
安
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
混
乱
す
る
と
不

足
す
る
の
が
心
配
で
、
過
剰
気
味
の
方
が
ま
だ
安
心
と
い
う
心
理
だ
。

「
御お

御み

御お

つ
け
」
の
発
生
も
そ
れ
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
こ
ぼ
れ
話
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