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風
間
博
夫
の
作
品
は
、
し
ば
し
ば
「
た
だ
ご
と
歌
」、
「
気
付
き
の

歌
」
と
し
て
、
奥
村
晃
作
と
同
じ
系
統
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

風
間
博
夫
歌
集
『
動
か
ぬ
画
鋲
』
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た
奥
村
晃
作
第

十
歌
集
『
ス
キ
ー
は
板
に
乗
っ
て
る
だ
け
で
』
の
共
通
点
や
相
違
点
を
、

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
用
い
な
が
ら
、
分
析
す
る
。

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
と
短
歌

　

二
〇
二
〇
年
、
「
い
ぬ
の
せ
な
か
座
」
Ｈ
Ｐ
に
、
𠮷
田
恭
大
歌
集

『
光
と
私
語
』
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
分
析
を
用
い
た
考

察
が
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
歌
集
中
の
語
句
の
頻
出
度
、
各
品
詞
の
割
合
、

句
切
れ
の
特
徴
、
定
型
の
歌
数
な
ど
、
多
面
的
に
歌
集
を
分
析
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
𠮷
田
の
歌
集
は
、
一
人
称
や
三
人
称
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
「
あ
な
た
」
と
い
う
二
人
称
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や

「
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
二
倍
、
「
な
い
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、

「
こ
の
歌
集
で
は
、
何
か
が
失
わ
れ
、
消
え
て
い
る
。
作
中
主
体
は
、

明
示
さ
れ
な
い
制
度
に
禁
じ
ら
れ
、
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
作
中
客
体
に

は
、
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、
し
た
く
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
場
面
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
𠮷
田
恭
大
と
年
代
や
結
社
、
ま
っ
た
く
作
風
の
異
な
る
風
間

作
品
（
図
1
）
や
奥
村
作
品
（
図
2
）
で
行
う
と
ど
う
な
る
か
に
興
味

が
あ
り
、
こ
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

風
間
作
品
と
奥
村
作
品
で
用
い
ら
れ
る
一
人
称

　

作
中
に
、
風
間
も
奥
村
も
二
人
称
を
用
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
一

人
称
を
多
用
す
る
。
そ
れ
は
図
1
・
2
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
に
比
較
的
近

い
と
こ
ろ
に
「
わ
れ
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
「
わ
れ
」
だ
け
が
図
中
に
あ
る
が
、
「
我
」
「
吾
」
も
見
ら
れ
た
。

特
に
奥
村
の
場
合
は
、
「
オ
ク
ム
ラ
」
「
ボ
ク
」
な
ど
様
々
な
表
記
が
あ

る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
短
歌
は
一
般
的
に
、
「
一
人
称
の

文
学
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
い
ま
も
っ
て
根
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
に

主
語
が
な
く
て
も
、
ふ
つ
う
は
「
作
中
主
体
＝
作
者
」
で
あ
る
と
い
う

見
方
を
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
人
称
が
多

く
出
て
く
る
と
い
う
の
は
、
𠮷
田
作
品
と
の
ち
が
い
で
あ
り
、
二
人
の

共
通
点
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
は
奥
村
作
品
か
ら
二
首
挙
げ
る
。

ス
ノ
ボ
ー
の
ガ
ガ
ガ
ガ
ガ
ガ
の
ガ
ガ
滑
り
危
う
く

わ
れ
は
接
触
を
避
く

バ
ラ
ン
ス
と
速
度
の
遊
び　

我
は
我　

我
の
レ
ベ

ル
の
ス
キ
ー
楽
し
む

新
・
評
論
の
場
　
129

風
間
博
夫
『
動
か
ぬ
画
鋲
』
を
読
む

―
奥
村
晃
作
『
ス
キ
ー
は
板
に
乗
っ
て
る
だ
け
で
』
と
の
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
を
用
い
た
比
較
を
通
し
て
― 

早
川　

晃
央
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一
首
目
は
、
売
り
場
の
「
宝
く
じ
」
を
、
自
分
が
買
っ
た
こ
と
で
、

自
分
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
気
付
き
を
詠
ん
で
い
る
。
宝
く
じ
に
限

ら
ず
物
の
売
買
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
る
こ
と
を
「
直
ち
に
」
と
い
う

大
げ
さ
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
点
も
「
わ
れ
の
も
の
」
と
い
う
実
感

を
強
め
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
下
句
で
は
結
果
が
出
る
ま
で
は

「
当
た
る
」
確
率
が
み
な
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
気
付
き
も
ま

た
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

二
首
目
は
、
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
笑
顔
で
手
を
振
る
幼
子
が
「
わ
れ
」

に
手
を
振
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、
実
は
列
車
に
乗
る
人
全
員
に
手

を
振
っ
て
い
た
と
い
う
気
付
き
で
あ
る
。
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
で
あ
る

が
、
こ
の
歌
も
四
句
に
「
車
窓
の
わ
れ
へ
」
が
あ
る
と
こ
ろ
に
歌
の
面

白
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
奥
村
も
風
間
も
「
た
だ
ご
と
歌
」
「
気
付
き
の
歌
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
自
分
自
身
が
社
会
と
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
体
験
の
中
で
起
こ
る
、
日
常
の
気
付
き
を
歌
に
詠
み
こ

む
と
い
う
共
通
点
が
見
え
て
き
た
。

　

し
か
し
、
読
み
進
め
る
と
「
わ
れ
」
の
使
い
方
に
は
ち
が
い
が
あ
る

こ
と
に
気
付
く
。
奥
村
作
品
で
は
、
一
人
称
の
あ
と
に
、
助
詞
の

「
は
」
や
「
が
」
と
い
っ
た
一
人
称
を
主
語
に
す
る
助
詞
が
続
く
歌
が

三
一
八
首
の
中
に
十
三
首
あ
る
。

年
寄
り
の
か
ら
だ
の
わ
れ
は
庭
土
に
膝
突
き
、
座

り
込
ん
で
草
刈
る

フ
セ
イ
ン
と
生
年
が
近
い
オ
ク
ム
ラ
は
フ
セ
イ
ン

を
見
る
オ
ク
ム
ラ
の
眼
で

　

ど
ち
ら
も
自
身
の
存
在
や
行
動
を
再
認
識
す
る
歌
と
捉
え
る
。
作
中

　
「
ス
ノ
ボ
ー
」
の
歌
は
、
奥
村
の
代
表
歌
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
。
「
ガ
ガ
ガ
ガ
ガ
ガ
の
ガ
ガ
滑
り
」
に
目
が
行
き
が
ち
で
あ
る

が
、
「
接
触
を
避
く
」
の
主
語
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
危
険
な
ガ

ガ
滑
り
を
行
う
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
へ
の
怒
り
や
迷
惑
感
を
際
立
た
せ
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
。
そ
れ
に
続
く
二
首
目
で
は

「
我
」
を
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と
で
、
自
分
以
外
の
ス
キ
ー
を
楽
し
む

人
は
さ
て
お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
マ
イ
ペ
ー
ス
で
自
分
自
身
が
ス
キ
ー

を
楽
し
も
う
と
す
る
奥
村
の
意
思
が
見
え
る
。

　

一
方
で
、
風
間
作
品
か
ら
は
次
の
二
首
を
挙
げ
る
。　

宝
く
じ
買
へ
ば
直
ち
に
わ
れ
の
も
の
抽
選
ま
で
の

「

当
た
る
」

確
率

幼
子
が
し
き
り
手
を
振
る
笑
み
浮
か
べ
車
窓
の
わ

れ
へ
過
ぎ
去
る
も
の
へ図1　風間博夫『動かぬ画鋲』スコア順

図2 　『スキーは板に乗ってるだけで』スコア
順
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主
体
は
間
違
い
な
く
、
作
者
で
あ
る
自
分
自
身
だ
と
強
調
す
る
こ
と
で
、

自
身
の
気
付
き
や
感
動
を
メ
タ
認
知
し
て
い
る
。
特
に
二
首
目
。
イ
ラ

ク
戦
争
の
報
道
に
触
れ
て
の
歌
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
戦
争
を
主
導
し
た
サ

ダ
ム
＝
フ
セ
イ
ン
と
の
共
通
点
を
見
出
し
た
奥
村
が
、
一
人
称
を
「
オ

ク
ム
ラ
」
と
表
記
し
て
い
る
。
「
フ
セ
イ
ン
」
と
「
オ
ク
ム
ラ
」
の
片

仮
名
四
字
の
表
記
、
そ
し
て
「
オ
ク
ム
ラ
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
強
い
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
い
る
。

　

一
方
の
風
間
作
品
に
は
、
「
わ
れ
は
」
の
よ
う
に
一
人
称
に
助
詞
の

「
は
」
や
「
が
」
が
用
い
ら
れ
る
作
品
は
少
な
く
、
前
述
の
宝
く
じ
の

歌
の
よ
う
に
「
わ
れ
の
」
や
「
わ
が
」
と
助
詞
と
合
わ
せ
て
用
い
る
歌

が
多
い
。

テ
ー
ブ
ル
に
折
り
た
た
み
置
く
わ
が
メ
ガ
ネ
目
の

あ
る
ご
と
く
天
井
睨
む

妻
の
箸
、
子
の
箸
、
わ
れ
の
箸
洗
ふ　

使
ひ
終
は

つ
て
み
ん
な
一
緒
に

　

一
首
目
は
ど
こ
か
怖
い
雰
囲
気
の
歌
で
あ
る
。
メ
ガ
ネ
が
あ
り
、
天

井
を
睨
む
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
だ
が
、
「
壁
に
耳
あ
り

障
子
に
目
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
、
作
者
が
い
な
い
間
も
部

屋
の
様
子
を
見
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
首
目
は
食
事

が
終
わ
っ
た
後
に
家
族
全
員
の
箸
を
洗
う
光
景
で
あ
る
。
確
か
に
洗
い

終
わ
っ
た
後
は
、
誰
の
も
の
で
も
関
係
な
く
、
食
器
入
れ
に
置
か
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
。

　

一
・
二
首
目
は
主
眼
が
「
わ
れ
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
メ
ガ
ネ
や

箸
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
奥
村
は
「
わ
れ
」
を
作

中
主
体
や
主
人
公
と
し
て
用
い
て
比
較
的
ピ
ン
ト
が
「
わ
れ
」
で
あ
る

奥
村
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
風
間
の
「
わ
れ
」
は
説
明

や
意
味
の
補
足
的
に
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
「
わ
れ
」
が
捉
え
た
「
も

の
」
に
ピ
ン
ト
が
当
て
ら
れ
る
タ
イ
プ
と
い
え
そ
う
だ
。

奥
村
ら
し
さ
と
風
間
ら
し
さ

　

奥
村
の
主
張
の
強
さ
は
、
助
詞
だ
け
で
な
く
、
動
詞
に
も
現
れ
る
。

風
間
短
歌
に
は
な
く
、
奥
村
作
品
に
の
み
現
れ
る
特
徴
的
な
動
詞
が

「
思
う
」
で
あ
る
。
短
歌
で
「
思
う
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
る
こ
と
は

多
く
な
い
。

　

奥
村
自
身
も
歌
は
感
動
を
詠
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
「
思
う
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言
う
必
要
は
な

い
。
し
か
し
、
あ
え
て
「
思
う
」
と
用
い
る
こ
と
で
、
一
首
の
勢
い
や

力
強
さ
を
出
し
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
強
め
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。

ア
レ
ホ
ド
ノ
快
ホ
カ
ニ
ナ
シ
止
め
ち
ゃ
っ
た
煙
草

の
功
を
折
ふ
し
思
う

運
転
手
Ｔ
な
ら
ず
と
も
こ
の
事
故
は
起
こ
っ
た
か

も
と
思
え
て
来
る
わ

　

一
首
目
は
、
ス
モ
ー
カ
ー
だ
っ
た
過
去
を
想
起
し
て
、
煙
草
の

「
快
」
を
際
立
た
せ
つ
つ
、
結
句
を
「
思
う
」
で
止
め
て
い
る
。
ま
た
、

三
句
の
「
止
め
ち
ゃ
っ
た
」
の
口
語
と
結
句
の
冷
静
な
自
分
の
対
比
も

効
い
て
い
る
。
二
首
目
は
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
で
の
脱
線
事
故
の
歌
。
定

時
運
行
を
よ
し
と
す
る
こ
と
へ
の
暴
走
に
対
し
、
事
故
を
起
こ
し
た
運

転
手
へ
の
寄
り
添
う
心
情
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
歌
も
、
四
句
目
ま
で

で
主
張
は
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
思
え
て
来
る
わ
」
を
置
く
こ
と

で
、
運
転
手
へ
の
同
情
や
起
き
た
事
実
を
消
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
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読
め
る
。

　

一
方
、
風
間
作
品
に
見
ら
れ
る
特
色
は
、
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ

は
大
胆
な
ル
ビ
の
用
い
方
、
も
う
一
つ
は
動
作
を
丁
寧
す
ぎ
る
く
ら
い

丁
寧
に
切
り
取
っ
て
、
「
気
付
き
」
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

重
な

が

す

ぎ

る

症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
だ
か
ら
四
つ
の
頭
文
字

順
に
並
べ
て
Ｓサ

ー

ズ

Ａ
Ｒ
Ｓ
と
ぞ
呼
ぶ

歯
ブ
ラ
シ
の
山ブ

ラ

シ

山
山
部
分
の
変
形
の
さ
ま
異
な
れ

り
子
ら
の
歯
ブ
ラ
シ

「

渡
す
、
取
る
、
切
る
、
渡
す
、
取
る
」

↓
「

入

れ
る
、
取
る
」

↓
「

触
れ
る
」S

u
ic
a

は
手
に
持

っ
た
ま
ま

　

最
初
の
二
首
は
特
徴
的
な
ル
ビ
を
用
い
た
歌
で
あ
る
が
、
特
に
一
首

目
は
、
風
間
作
品
の
真
骨
頂
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
来
は
感

情
を
入
れ
ず
描
写
に
徹
す
る
こ
と
の
多
い
「
た
だ
ご
と
歌
」
で
あ
る
が
、

ル
ビ
に
思
い
を
入
れ
込
む
と
こ
ろ
が
風
間
作
品
の
「
ら
し
さ
」
で
あ
り
、

魅
力
で
あ
る
。

　

二
首
目
は
独
創
的
な
ル
ビ
と
視
点
。
歯
ブ
ラ
シ
の
歯
の
開
き
具
合
を

視
覚
的
に
面
白
く
詠
ん
で
い
る
。
一
般
に
ル
ビ
は
、
正
し
い
読
み
方
を

し
な
い
も
の
は
嫌
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
風
間
は
そ
れ
を
逆

手
に
取
り
多
く
の
人
が
思
う
感
情
を
ル
ビ
で
表
し
て
、
一
首
に
説
得
力

を
も
た
せ
て
い
る
。

　

三
首
目
は
風
間
の
観
察
眼
が
光
る
歌
で
あ
る
。
動
詞
は
「
、
」
で
つ

な
ぎ
つ
つ
、
技
術
革
新
に
よ
る
時
間
軸
の
変
化
を
↓
で
つ
な
ぐ
こ
と
で
、

視
覚
的
に
楽
し
め
る
一
首
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
四
句
目
ま
で
に
乗

客
と
駅
員
、
乗
客
と
自
動
改
札
機
の
動
作
を
正
し
く
丁
寧
に
描
写
す
る

こ
と
で
、
小
刻
み
な
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。
少
し
ず

つ
動
詞
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
で
、
技
術
革
新
に
よ
る
利
便
性
の

高
ま
り
を
訴
え
る
効
果
も
あ
る
。

　
「
短
歌
人
」
に
所
属
す
る
近
藤
か
す
み
は
自
身
の
ブ
ロ
グ
で
、
奥
村

作
品
を
「
発
見
の
歌
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
風
間
作
品
を
「
ナ
ッ
ト

ク
短
歌
」
と
し
た
ら
ど
う
か
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
奥
村
が
図

2
中
に
「
フ
セ
イ
ン
」
や
「
イ
ラ
ク
」
と
い
っ
た
語
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
事
詠
や
未
知
の
も
の
と
の
出
会
い
に
よ
る
感
動

を
詠
む
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
風
間
は
既
知
の
事
象
を
別
の
視
点
か

ら
見
る
こ
と
に
よ
る
気
付
き
を
歌
に
す
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
、
図
1
中
の
名
詞
を
見
て
も
、
固
有
名
詞
は
「
コ
ロ
ン
ビ

ア
」
だ
け
で
あ
り
、
一
般
名
詞
が
並
ぶ
。
今
回
比
較
に
用
い
た
風
間
作

品
は
、
二
〇
〇
五
年
発
行
の
第
一
歌
集
『
動
か
ぬ
画
鋲
』
か
ら
と
っ
て

い
る
。
そ
れ
以
降
の
風
間
作
品
の
傾
向
を
分
析
す
る
意
味
で
も
、
第
二

歌
集
の
発
行
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
回
用
い
た
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
は
フ
リ
ー
サ
イ
ト
で
、
品
詞
ご

と
の
分
析
や
作
品
中
に
用
い
ら
れ
る
特
徴
的
な
語
句
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て

瞬
時
に
は
じ
き
出
す
。
ま
だ
ま
だ
創
作
と
い
う
点
で
は
実
用
化
が
難
し

い
現
状
が
あ
る
が
、
分
析
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
可
能
性
は
今
回
感
じ
る

こ
と
が
で
き
た
。
近
年
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
と
ど
う
向
き
合
う
か
が
短

歌
総
合
誌
で
も
議
論
に
な
っ
て
い
る
が
、
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
作
品
分
析
が
可
能
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。


