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連
載

続

欅
の
木
の
下
で
(41)

阿
木
津

英

生
涯
学
習
講
座
な
ど
の
前
書
き
に
は
「
言
語
芸
術
と
し
て
の
短
歌
」

と
反
時
代
的
な
意
志
を
こ
め
て
わ
た
し
は
謳
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、
先
人
の
初
心
者
向
け
指
導
書
に
か
く
も
「
芸
術
」「
芸
術
」
と

あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
何
度
も
読
ん
で
い
な
が
ら
、
そ
こ
は
当
然

と
し
て
記
憶
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
、
晩
年
の
釋
迢
空
は
、
慶
応
病
院
女
子
職
員
の
短
歌

会
で
座
談
し
た
。
そ
の
筆
記
記
録
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

文
学
と
い
う
芸
術
は
、
何
で
も
生
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
事
で
は
な

い
。
い
い
文
学
が
出
来
な
け
れ
ば
、
生
じ
て
な
い
の
と
、
同
様
で
あ

る
。
そ
ん
な
作
物
は
な
い
方
が
、
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

何
よ
り
も
、
芸
術
家
に
と
っ
て
大
切
な
事
は
、
性
の
い
い
物
を
心

に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
る
。（
略
）
骨
董
屋
の

主
人
が
、
若
い
者
を
し
こ
む
時
、
よ
い
も
の
ば
か
り
た
く
さ
ん
、
よ

く
見
せ
て
お
く
。
悪
い
も
の
を
見
る
と
、
刹
那
に
不
快
感
が
沸
く
ほ

ど
に
為
向
け
て
お
く
の
で
、
咄
嗟
の
判
断
が
、
実
に
よ
く
出
来
る
。

シ

ム

瞬
間
に
い
い
物
を
い
い
と
感
じ
る
事
。
あ
る
い
は
、
心
の
融
け
な
い

も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
肝
腎
な
の
だ
。

（「
短
歌
の
作
り
方
」『
短
歌
』
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
臨
時
増
刊
号
）

骨
董
屋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
石
田
比
呂
志
か
ら
も
耳
に
タ
コ
が
で
き

る
ほ
ど
聞
い
た
。
理
屈
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
瞬
間
に
直
観
で
判

断
で
き
る
よ
う
な
ボ
デ
ィ
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

た
い
へ
ん
で
、
時
間
が
か
か
る
。

短
歌
が
、「
芸
術
と
し
て
の
文
学
」「
文
学
と
し
て
の
短
歌
」
に
な
っ

た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
正
岡
子
規
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
和
歌
は
、
日
本

と
い
う
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
に
な
う
国
歌
と
し
て
、
近
代
以
前

に
は
特
別
の
位
置
を
占
め
て
き
た
。そ
の
正
典
た
る
古
今
集
を
否
定
し
、

紀
貫
之
を
否
定
す
る
と
い
う
〈
暴
挙
〉
に
よ
っ
て
、「
美
と
感
ず
る
と

こ
ろ
」
を
言
語
芸
術
と
し
て
実
現
す
る
「
文
学literature

」
へ
と
、
短

歌
形
式
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

近
頃
の
短
歌
入
門
書
を
わ
た
し
は
丁
寧
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
三
十
一
文
字
化
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
指
南
が
中
心
で
、
迢
空
の
い
う

よ
う
な
「
文
学
と
い
う
芸
術
」
と
し
て
の
心
構
え
に
言
及
す
る
も
の
は

ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
は
な
い
か
。
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こ
れ
は
市
場
経
済
の
浸
透
す
る
世
界
の
大
き
な
流
れ
の
一
環
で
も
あ

る
。
人
類
に
と
っ
て
「
芸
術
」「
文
学
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
新
た
に
突
き
つ
け
ら
れ
て

い
る
も
の
だ
ろ
う
。

＊

｢

現
代
短
歌
を
評
論
す
る
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
た
頃
だ
っ
た
か
、

玉
城
徹
が
ミ
メ
ー
シ
ス
と
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
と
か
い
う
問
題

を
提
起
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
に
は
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
い
う

こ
と
が
長
い
間
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

昨
日
、
手
元
に
置
い
て
あ
る
『
左
岸
だ
よ
り
』
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く

っ
て
い
る
と
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
目
に
つ
い
た
。

そ
こ
で
、
問
題
を
考
え
る
の
に
「
写
実
」
と
か
「
レ
ア
リ
ズ
ム
」

と
と
呼
ば
ず
に
、
ミ
メ
ー
シ
ス
の
語
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
わ
た
し

は
大
分
以
前
か
ら
考
え
て
来
た
。

（「
左
岸
だ
よ
り
」
第
五
十
四
回
）

な
ん
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
何
度
も
読
ん
だ
文
章
な
の

に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
前
段
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。「
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
芸
術
は
世
界
の
ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
す
る

が
、
こ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
は
単
に
模
写
の
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
も

美
し
い
タ
イ
プ
を
、
そ
こ
に
選
び
出
す
意
味
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
を

典
型
と
い
う
」。
こ
こ
ま
で
は
漠
然
と
理
解
し
て
い
た
が
、
手
垢
に
み

ま
れ
政
治
の
世
界
で
歪
曲
さ
れ
て
き
た
「
写
実
」「
レ
ア
リ
ズ
ム
」
の

語
を
避
け
る
た
め
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
だ
と
い
う
と
こ
ろ
を
完
全
に
見

逃
し
て
い
た
。
う
か
つ
な
こ
と
で
あ
る
。

芸
術
は
、
自
然
（
世
界
）
の
ミ
メ
ー
シ
ス
だ
と
い
う
思
想
が
、
偉

大
な
〈
創
造
行
為
〉
を
目
醒
め
さ
せ
る
刺
激
と
し
て
は
た
ら
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、「
行
為
」
を
促
す
思
考
だ
と
言
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
馴
染
ん
で
き
た
言
葉
で
い
え
ば
、
芸
術

は
「
自
然
（
世
界
）
の
写
実
」「
レ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
意
義
を
加
え
て
、
感
覚
的
に
「
見
た
ま
ま
」
の
外
形
を
な
ぞ
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
見
る
主
観
が
対
象
の
「
も
っ
と
も
美
し
い
タ
イ

プ
」
を
選
び
出
し
て
そ
こ
に
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

眼
前
の
対
象
か
ら
発
し
て
、
も
っ
と
も
美
し
い
タ
イ
プ
へ
向
か
お
う

と
す
る
限
り
な
い
人
間
の
営
み
、
こ
れ
を
こ
そ
芸
術
と
い
う
。
こ
れ
は

人
間
本
性
の
衝
動
で
あ
る
。

｢

ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
説
く
玉
城
徹
の
筆
は
、
そ
こ
か
ら
「
今
日
の
歌

壇
の
歌
」
へ
と
及
ぶ
。
こ
と
に
平
成
に
入
る
頃
か
ら
歌
が
急
激
に
変
化

し
た
、
ど
う
い
う
わ
け
か
心
に
触
れ
な
い
歌
が
多
く
、
歌
壇
の
歌
が
理

屈
的
主
観
ば
か
り
で
レ
ア
リ
ズ
ム
も
何
も
関
係
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
、「
対
象
世
界
と
い
う
も
の
が
、
意
味
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
作
品
」

ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。

｢

対
象
世
界
」
は
自
分
の
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
抵
抗
の

手
応
え
こ
そ
が
、
創
造
の
醍
醐
味
な
の
だ
が
。


