
桜
、
そ

し

て
雀

遠

藤

宏

本

誌
が
発
行
さ
れ
る
の
は
、
そ
ろ
そ
ろ
桜
の
た
よ

り
が
聞
か
れ
始
め
る
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
桜

の
春

の
趣

は
ま
た
格
別

の
も

の
が
あ
る
。
も

っ
と
も
、

一
口
に

桜
と

い
っ
て
も
そ

の
種
類
は
素
人
の
想
像
以
上
に
多

く
、
開
花
も
春
と
は
限
ら
ず
、

一
年
中
ど

の
種
類
か

が
咲

い
て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ

の
桜
と

い
う
と
、
国
花
と
も
さ
れ
る
ほ
ど
日
本

の
代
表
的
な
花

で
あ
り
、
従

っ
て
桜
に
関
す
る
文
章

は
膨
大
な
数

に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
桜
に
ま

つ
わ
る
個

人
的
な
思

い
出
と

い
う
も

の
も
誰
も

が
多
少
な
り
と

も
抱

い
て

い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
状

況

の
中
で
今
さ
ら
何
を
書

い
て
も
た

い
し
て
意
味
を

も
た
な

い
と
考
え
る
の
だ

が
、
こ
こ
に
敢
行
し
た
の

は
、
万
葉
集

に
関
わ
ら
せ
て
み
よ
う
と

い
う
魂
胆
が

あ
る
か
ら

で
あ
る
。

但
し
、
正
統
的
な
論
文
の
形
で

で
は
、
無
論
な

い
。

桜
の
名
所
と

い
う
と
奈
良
県
の
吉
野
が
あ
ま
り
に

も
有

名
で
あ
る
。

そ
の
吉
野

へ
は
学
生
と

の
研
修
旅

行
も
含
め

て
十
回
ほ
ど
は
行

っ
て
い
る

の
だ
が
、
時

期
が
合
わ
ず
、

つ
い
ぞ
開
花
期
の
吉
野
を
経
験
し
た

こ
と
が
な

い
。
誠
に
残
念
至
極
で
、
行
く
た
び
に
、

あ

の
辺
が

一
目
千
本

の
は
ず
な

の
に
な
ど
と
指
を
く

わ
え
て

い
る
次
第
で
あ
る
。
吉
野
以
外
に
も
全
国
に

名
所
は
多
い
わ
け
で
、
鮮
か
な
印
象

で
脳
裏

に
残

っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な

い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

名
所
で
は
な

い
と
こ
ろ
の
私
的
な
桜
を
記
し
て
み
た

い
。
先
程

の
吉
野
と
同
じ
奈
良
県
の
奈
良
西
の
京
に

薬
師
寺
が
あ
る
。
こ
こ
何
年
か

の
う
ち
に
東
塔

・
西

塔
が
揃

い
、
仏
足
石
歌
碑
の
納
め
ら
れ
て
い
た
小
祠

も
片
付
け
ら
れ

て
し
ま

い
、
建
築

の
喧
騒

の
中
に
寺

は
あ
る

の
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
境
内

の
正
面
に
向

っ

て
右
手
に
、
岐
阜
県

の
某
人
が
寄
進

し
た
と

い
う

一

本

の
桜
が
植
え
ら
れ
て

い
る
。
薄
墨
桜
と

い
う
説
明

板

が
添
え
ら
れ
て
あ
る
。
私
が
参
詣
し
た
時
は
ち

ょ

う
ど
運
よ
く
満
開

で
あ

っ
た
。
空
は
花
ぐ
も
り
と
い

う
に
は
ち
ょ

っ
と
重
す
ぎ
る
雲

の
た
れ
込
め
た
曇
天

で
あ

っ
た
。

下
か
ら
見
上
げ
る
と
、
ま
さ
に
薄
墨
色

の
花
は
曇
り
空
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
か
の
ご
と
く
で
、

そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
味
わ

い
の
あ
る
姿

で
あ

っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
私

の
目
を
惹

い
た
の
は
、
数
十

羽
の
メ
ジ

ロ
の
群
れ
が
そ
の

一
本

の
桜
木

に
群
が

っ

て
花

の
蜜

を
吸

っ
て
い
る
光
景

で
あ

っ
た
。
そ
の
よ

　



尋

う
な
数
の
メ
ジ

ロ
の
集
団
を
目
に
し
た
の
は
初
め
て

で
、
そ

の
こ
と

に
も
驚
ろ
い
た

の
だ
が
、
驚
ろ
き
を

通
り
越
し
て

一
種
異
様
な
感
を
お
ぼ
え
た

の
は
、

そ

の
鳥

の
群

が

一
つ
の
囀
り
も
な
く
沈
黙
の
ま
ま
、
ひ

た
す
ら
花
に
取
り
着

い
て

い
る
光
景
で
あ

っ
た
。
私

は
吸
い
寄
せ
ら
れ

て
そ

の
場

に
立
ち

つ
く
し
た
ま
ま

し
ば
し
自
分
の
居
所
を
忘
れ
て
い
た
。

さ
て
、
右
は
ち
ょ

っ
と
し
た
導
入

の
つ
も
り

で
あ

る
。
我

が
家

の
隣
家

の
庭
に

一
本

の
桜

の
老
大
樹
が

あ
る
。
我
が
家
が
隣
家
よ
り
ニ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
高

い

位
置
に
あ
る
関
係
上
、

二
階
か
ら
そ
の
桜
を
眺
め
る

と
、
頂
点
を

横
か
ら
見
る
よ
う
に
な

っ
て
、
全
貌
を

視
野
に
収
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
春

ご
と
め

開
花

の

時
に
は
、

そ
れ
は
見
事
な
景
観
を
呈
し

て
く
れ
る
。

半
面

の
枝
は
表

の
道
路

に
か
ぶ
さ

っ
て
お
り
、

落
花

時

に
は
路
面
を
花
片
が
覆

っ
て
そ

の
上
を
歩
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
は
ち
ょ

っ
と
し
た
心
の
痛
み
を
伴

う
。
し
か
も
、
そ
の
花
び
ら
は

ひ
と
た
び
春
嵐
に
逢

え
ば
我
が
家
の
狭

い
庭
や
二
階

の
ベ
ラ

ン
ダ

(と
、

一
応

い

っ
て
お
く
)

一
面
に
時
な
ら
ぬ
雪
化
粧
を
施

し
て
く
れ
る
。
梶
井
基
次
郎

は
桜

の
根
本

に
は
屍
体

が
埋

っ
て
い
る
と
想
像
し
た
が
、
確
か
に
彼

の
幻
想

を
首
肯
さ
せ
る
、
不
気
味
な
ほ
ど

の
妖
艶
さ
疼
も

っ

て
い
る
。

亡
妻
な
ど
は
、
そ
の
隣
家

の
桜
を
、
.う
ち

の
桜
と
勝
手

に
称
し
て
、
桜

の
こ
ろ
に
は
親
や
友
人

を
呼
ん
で
は
自
慢

し
て

い
た
も
の
で
あ

っ
た
ゐ

そ
ん

な
隣
家

の
桜

の
下
を
通

っ
て
い
た
時
、
眼
前
を
桜
花

が
散
る
時
分

で
も
恋

い
の
に
落
下
し
て
い

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
花
び
ら
で
は
な

い
、

一
輪
の
桜
花

そ
の
も

の
で
あ

っ
た
。

開
い
た
花
片
を
上
に
向
け
た

ま
ま
、
す

ー

っ
と
落
下
し
て

い
く
。
花
片
で
な

い
こ

と

が
不
可
解
で
、
見
上
げ
る
と
、
メ
ジ

ロ
な
ら
ぬ
雀

が
桜
を

つ
い
ば

ん
で
い
る
の
で
あ

っ
た
。
折
角

の
花

を
無
粋
な
雀
め
。

同
じ
年
の
春
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
失
念
し
た
が
、

同
様

の
光
景
を
他
所

で
も
目
撃

し
た
こ
乏
が
あ
る
。

私
の
本
務
校
は
欅
並
木
で
ち
ょ

っ
と
有
名
な

の
だ
が
、

正
門
か
ら
体
育
館

へ
の
道
に
は
見
事
な
桜
並
木
が
あ

っ

て
、
体
育
館
で
行
う

入
学
式

の
日
ま

で
桜
が
残

っ
て

い
て
く

れ
る
と
、
桜

吹
雪

の
中
を
新
入
生
が
歩
く

こ

と
に
な
り
、

こ
れ
ま

た
嬉
し

い
情
景

に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
ん
な
入
学
式
も
過
ぎ
た
某
日
、
桜
下
に
偶

々

居
合
わ
せ
た
私

の
眼

の
前
を
、
ま
た
も
桜

の
花

そ
の

も

の
が
落
下
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
4
こ
の
時
の
雀

は
複
数
羽
で
、
桜

の
花
は
次

々
に
落
ち
て
き
た
。、
無

粋
こ
の
上
も
な

い
。

こ
の
、
雀
が
花
を

つ
い
ば
む
と

い
う
現
象
に

つ
い
て
の

一
文
を
、
ふ
と
目

に
止

っ
た

某
新
聞

の
倒
み
記

事

に
見
出
し
た
。
環
境
悪
化
に
よ
,

る
食
生

の
変
化
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
記
憶
し

て
い
る
。

桜
並
木

の
下
で
の
、
雀
の
よ
る
桜
花
の

つ
い
ば
み

に
出
会

っ
た
時
、
あ
ま
り
脈
賂
は
な

い
の
だ
が
、
万

葉
集

の

一
首
が
念
頭

に
浮
ん
で
き
た

の
で
あ
る
。

春
霞
流
る
る
な

へ
に
青
柳

の
枝
く
ひ
持
ち

て
鶯
鳴

く
も

λ
巻

一
O

・
一
八
二

一
)

こ
の
歌

で
枝
を
く

わ
え

て
い
る
の
は
鶯

で
あ
る
が
、

正
倉

院
蔵

の
御
物

の
琵
琶
や
刺
繍
な
ど
に
は
華
か
な

色
彩

の
鳥
が
花

の
枝
を
く
わ
え
て
飛
ん

で
い
る
図
柄

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ

の
鳥
は
花
喰
鳥
と
称
せ

ら
れ
て

い
て
、
唐
土
伝
来

の
も

の
で
あ
る
。
万
葉

の

一
首
は
、
花
喰
鳥
も
含
め
て
全
体
を
異
国
的
情
趣

に

よ

っ
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
雀
と
の

脈
賂
を
自
身

で
た
ど

っ
て
み
れ
ば
、
花
喰
鳥
と

い
う

　
点

に
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

一
方
は
、上
流
階
級
趣
味
の
優
雅
な
構
図

で
あ
る
。

他
方

は
、
人
間
に
生
活
圏
を

お
び
や
か
さ
れ
た
鳥
の

追

い
つ
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
。
従

っ
て
、
雀
を
無

粋
と
決
め

つ
け
て
し
ま
う

の
は
可
哀
想
で
あ

る
が
、

両
者

の
差
は
大
き

い
。

桜
の
こ
ろ
に
な

る
と
、
花
喰
鳥
と
雀
と
を
結
び
付

け
て
し
ま

っ
た
自
身
を
思

い
出
し
て
苦
笑
を

し
て

い

る
。
そ
の
時
が
今
年
も
近
づ

い
て
い
る
。

一9一


