
「あいるらんど」とはどこのこと？　－変奏される
丸山薫「汽車に乗って」－

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2018-05-24

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24517/00050861URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


丸
山
薫
（
一
八
九
九
’
一
九
七
四
年
）
の
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
と
い
う
詩
は
、
彼
が
一
一
八
歳
の
時
、
同
人
誌
『
椎

の
木
」
第
九
号
（
一
九
一
石
年
六
月
）
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
（
注
１
）
。

「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
と
は
ど
こ
の
こ
と
？

ｌ
変
奏
さ
れ
る
丸
山
薫
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
Ｉ

汽
車
に
乗
っ
て

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
に
ゆ
か
う

ひ
と
び
と
が
日
傘
を
く
る
く
る
ま
は
し

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
ゆ
か
う

窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
連
れ
に
し
て

湖
水
を
わ
た
り
と
ん
ね
る
を
く
ぐ
り

日
が
照
っ
て
も
雨
の
ふ
る

汽
車
に
乗
っ
て

鈴
木
暁
世
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こ
の
詩
に
は
、
川
口
晃
に
よ
っ
て
曲
が
つ
け
ら
れ
た
た
め
、
合
唱
曲
と
し
て
学
校
で
歌
っ
た
思
い
出
が
あ
る
人

も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
で
も
、
丸
山
薫
が
一
二
歳
の
時
か
ら
住
ん
だ
愛
知
県
豊
橋
市
の
Ｊ

Ｒ
豊
橋
駅
の
構
内
に
は
、
木
々
が
描
か
れ
た
明
る
い
若
草
色
の
背
景
に
、
詩
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
の
詩
が
印
刷
さ

れ
た
垂
れ
幕
が
か
か
っ
て
お
り
、
駅
を
利
用
す
る
人
々
は
、
彼
の
詩
を
読
む
こ
と
で
旅
へ
の
思
い
に
誘
わ
れ
る
と

い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雑
誌
司
乏
弓
Ｏ
西
』
が
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
ｇ
ｏ
８
の
特
集
を
組

ん
だ
言
ｏ
ｏ
８
ｌ
容
侭
①
三
・
庁
三
唱
⑫
乏
弓
Ｏ
西
宅
田
口
シ
巨
路
ご
巴
（
ス
イ
ッ
チ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
○
○
一

年
）
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
旅
し
た
ｎ
ｇ
８
の
写
真
と
共
に
丸
山
薫
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
、
ｎ
ｏ
ｏ
８
は
、
丸
山
薫
の
詩
集
『
幼
年
』
（
四
季
社
、
一
九
三
五
年
）
に
改
稿
さ
れ
て
掲
載
さ
れ

た
、
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
の
詩
の
一
部
を
タ
イ
ト
ル
に
用
い
た
シ
ン
グ
ル
Ｃ
Ｄ
「
陽
の
照
り
な
が
ら
雨
の
降
る
」
を

二
○
○
六
年
に
リ
リ
ー
ス
し
た
。
６
９
８
が
作
詞
し
た
「
陽
の
照
り
な
が
ら
雨
の
降
る
」
の
歌
詞
は
、
丸
山
薫
の

詩
の
世
界
を
、
彼
女
の
故
郷
で
あ
る
沖
縄
の
言
葉
「
ハ
イ
ヤ
イ
ョ
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
た
も
の
と
な
っ

こ
の
よ
う
に
、
丸
山
薫
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
は
、
現
代
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
一
番
の
理
由
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
で
は
な
く
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」

て
い
る
。 珍

ら
し
い
を
と
め
の
住
ん
で
ゐ
る

あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
ゆ
か
う
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と
い
う
国
名
が
作
り
出
す
異
化
の
作
用
、
日
本
と
い
う
極
東
の
島
国
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
西

に
浮
ぶ
極
西
の
島
国
へ
と
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
「
ゅ
か
う
」
と
い
う
矛
盾
が
ｌ
地
続
き
で
は
な
い
島
か
ら
島
へ
ど

う
や
っ
て
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
行
く
ん
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
読
者
に
は
当
然
湧
く
だ
ろ
う
ｌ
、
現
実
の
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
で
は
な
く
、
ど
こ
か
非
現
実
的
な
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
へ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
想
を
旅
情
と
と
も
に

か
き
立
て
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
田
実
は
、
『
何
で
も
見
て
や
ろ
う
』
（
河
出
書
房
新
社
、
’
九
六
一
年
）
の
な
か
で
、
三
れ
を
口
ず
さ
め
ば
、

誰
だ
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
い
っ
て
み
た
く
な
る
で
は
な
い
か
」
と
書
い
て
い
る
。
小
田
実
に
よ
る
と
、
丸
山
薫

の
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
は
、
現
実
の
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
へ
「
い
っ
て
み
た
く
な
る
」
気
持
ち
を
か
き
た
て
る
こ

と
に
も
一
役
買
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で
、
司
馬
遼
太
郎
は
『
街
道
を
ゆ
く
愛
藺
士
紀
行
』
（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
八
年
）
で
、
「
詩
が
発
表
さ
れ
た
こ
ろ
は
、
軍
部
が
大
き
く
勢
力
を
ひ
ろ
げ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
閉
塞

の
な
か
で
、
丸
山
薫
は
大
き
な
か
ら
だ
を
ま
る
め
、
動
物
園
の
象
が
草
原
を
恋
う
よ
う
に
し
て
海
の
か
な
た
の
「
あ

い
る
ら
ん
ど
」
を
恋
う
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
司
馬
は
、
丸
山
薫
が
現
実
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
重
な
る

海
の
か
な
た
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
を
「
恋
う
た
」
の
は
、
詩
が
発
表
さ
れ
た
頃
の
軍
部
の
勢
力
が
伸
張
し
閉
塞

し
て
い
く
日
本
の
状
況
の
反
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
高
橋
哲
雄
は
『
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
歴
史
紀
行
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
詩
に
は
「
丸
山
の
せ
き
と
め
ら
れ
た
海
へ
の
あ
こ

が
れ
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
東
西
ど
ち
ら
を
回
っ
て
も
北
半
球
で
は
い
ち
ば
ん
遠
い
国
だ
か
ら
、

そ
の
分
長
く
船
に
乗
っ
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
彼
に
と
っ
て
理
想
の
異
国
と
い
え
な
い
わ
け
で
は
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な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
高
橋
は
、
丸
山
薫
の
父
・
丸
山
重
俊
（
一
八
五
五
’
一
九
二
年
）
が
、
明
治
政
府
の

内
務
省
の
官
吏
で
あ
り
、
一
九
○
七
年
に
韓
国
政
府
警
視
総
監
に
着
任
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
幼
年
時
代
の
薫
が
、

一
九
○
五
年
に
父
親
と
共
に
韓
国
の
漢
城
（
後
の
京
城
）
に
移
住
し
た
経
歴
が
こ
の
詩
の
背
景
に
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
彼
は
、
「
彼
の
朝
鮮
体
験
か
ら
、
同
じ
く
強
大
な
隣
国
に
支
配
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
衆
へ
の
同
情

と
親
し
み
へ
は
、
ほ
ん
の
一
歩
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
が
、
無
意
識
の
う
ち
で
あ
れ
、
「
汽
車
に
の
っ
て
」
に

結
実
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
丸
山
が
漢
城
で
目
の
当
た
り
に
し
た
日
本
の
支
配
に
虐
げ
ら
れ
る
朝
鮮
の
民
衆

へ
の
同
情
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
「
同
情
と
親
し
み
」
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
司
馬

や
高
橋
の
指
摘
は
、
丸
山
の
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
を
、
成
立
し
た
一
九
二
七
年
の
時
代
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
て

考
え
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
植
民
地
と
い
う
状
況
か
ら
、
一
九
世
紀
か
ら
盛
ん
に
な
る
自

治
独
立
運
動
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
戦
争
（
一
九
一
九
’
一
九
二
一
年
）
を
経
て
、
一
九
一
三
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
島
三
二
州
の
う
ち
、
南
部
二
六
州
が
分
離
し
て
成
立
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
を
想
起
さ
せ
る
「
あ
い
る
ら

ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
ゆ
か
う
」
と
書
く
こ
の
詩
に
は
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
表
記
に
よ
っ
て
異

化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
帝
国
主
義
的
政
策
の
も
と
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
覇
権
の
拡
大
を
は
か
る
日
本
と
、
イ

ギ
リ
ス
の
国
内
植
民
地
状
態
を
脱
そ
う
と
も
が
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
状
況
の
対
比
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

た
だ
、
こ
の
詩
は
、
な
ぜ
「
あ
い
る
ら
ん
ど
へ
ゆ
か
う
」
と
は
書
か
れ
ず
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ

ゆ
か
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
佐
藤
亨
は
、
こ
の
詩
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
と
い
う
表
記
が
、
カ

タ
カ
ナ
の
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
田
舎
に
行
こ
う
」
と
書
き
替
え
ら
れ
」
、
現
在
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
旅
行
案
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内
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
現
在
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
田
舎
へ
行
こ
う
」
と
い
う
風
に

意
味
を
変
え
て
い
る
よ
う
だ
」
と
指
摘
し
、
近
年
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
、
ニ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
は

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
身
構
え
る
必
要
の
な
い
心
安
ら
ぐ
異
邦
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
「
異
邦
の
ふ
る
さ
と
」

と
し
て
人
び
と
の
間
で
親
し
ま
れ
て
い
る
」
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
（
注
２
）
。
佐
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
在
こ

の
詩
は
、
現
在
、
旅
行
社
、
鉄
道
会
社
、
酒
造
会
社
の
広
報
に
使
わ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
サ
ン
ト
リ
ー

の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
連
載
「
オ
ン
ド
リ
の
し
っ
ぽ
」
の
第
二
回
「
緑
の
祝
祭
日
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
ミ
ス

ト
」
に
お
い
て
達
磨
信
は
、
丸
山
薫
の
詩
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
を
引
用
し
た
あ
と
、
「
こ
の
詩
が
頭
に
浮
か
ん
で
く

る
と
、
決
っ
て
リ
キ
ュ
ー
ル
の
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
ミ
ス
ト
」
と
カ
ク
テ
ル
「
シ
ャ
ム
ロ
ッ
ク
」
を
飲
み
た
く
な
る
」

と
続
け
る
（
注
３
）
。
一
九
四
八
年
に
タ
ラ
モ
ア
蒸
留
所
で
誕
生
し
た
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
ミ
ス
ト
」
が
ア
メ
リ
カ
で

よ
く
売
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
衰
退
し
か
け
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
蒸
溜
業
界
の
希
望
の
星
と
な
っ
た
こ
と

を
述
べ
な
が
ら
、
「
独
特
の
ハ
ー
ブ
風
味
に
溶
け
込
ん
だ
柔
ら
か
な
感
覚
が
の
ど
か
さ
を
誘
い
、
エ
メ
ラ
ル
ド
島
と

呼
ば
れ
る
緑
豊
か
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
田
舎
へ
行
こ
う
、
と
な
る
」
と
続
け
て
い
る
。
丸
山
薫
の
詩
「
汽
車
に
乗

っ
て
」
が
頭
に
浮
ぶ
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
酒
が
飲
み
た
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
実
際
の
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
へ
の
旅
へ
と
誘
う
だ
け
で
は
な
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
酒
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
果
た
し
て
い
る
よ
う
だ
。

丸
山
薫
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
と
い
う
一
節
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
一
役
買
い
、

そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
丸
山
薫
の
詩
を
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
で
は
な
く
、

現
実
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
と
結
び
つ
け
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
は
現
在
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
広
報
、
あ
る
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種
の
コ
ピ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
も
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
詩
は
、
発
表
時
の
一
九
二
七
年
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
大
正
期
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
ゥ
イ
リ
ア
ム
・
バ

ト
ラ
ー
・
イ
エ
イ
ッ
、
レ
デ
ィ
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
リ
ン
ト
ン
・
シ
ン
グ
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
の
翻

訳
・
紹
介
記
事
や
自
治
独
立
運
動
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
建
国
の
経
緯
と
そ
の
後
の
内
戦
（
一
九
一
三
’
一

九
二
三
年
）
と
を
報
じ
る
記
事
に
よ
っ
て
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
程
度
確
立
さ
れ
、
か
つ
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
行
く
こ
と
が
出
来
る
土
地
、

す
な
わ
ち
地
続
き
の
「
田
舎
」
を
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
」
と
表
現
し
た
点
に
こ
そ
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
こ
の
詩
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
は
、
異
国
で
は
な
く
「
日
本
」
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

「
ひ
と
び
と
が
日
傘
を
く
る
く
る
ま
は
し
／
日
が
照
っ
て
も
雨
の
ふ
る
」
と
い
う
風
変
わ
り
で
「
め
ず
ら
し
い
」
、

日
常
と
は
異
な
る
あ
べ
こ
べ
の
世
界
の
よ
う
な
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
詩
は
一
見
、
地
続
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
自
ら
の
風
土
や
文
化
と
は
異
な
る
異
国
の
地
へ
行
き
た
い
と
い

う
願
望
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

だ
が
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
ゆ
か
う
」
と
二
度
リ
フ
レ
イ
ン
し
た
後
の
六
行
目
に
置
か
れ
る
「
窓

に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
連
れ
」
と
い
う
表
現
こ
そ
が
、
こ
の
詩
で
は
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
は
、
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
行
け
る
範
囲
に
あ
る
少
々
変
わ
っ
た
風
習
を
持
つ
「
田
舎
」
に

重
ね
あ
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
同
時
に
、
目
的
地
で
あ
る
ど
こ
か
日
本
の
「
田
舎
」
へ
向
か
う
汽
車
の
車
窓
か
ら
見
え

る
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
の
景
色
も
ま
た
、
「
窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
」
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
す
な
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わ
ち
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
を
媒
介
と
し
て
、
「
自
分
の
顔
」
‐
日
本
の
「
田
舎
」
‐
「
あ
い
る
ら

ん
ど
」
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
車
窓
に
鏡
の
よ
う
に
映
る
「
自
分
の
顔
」
を
旅
の
道
連
れ
と
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
へ
の
道
中
で
は
常
に
「
自
分
の
顔
」
ｌ
つ
ま
り
、
自
分
の

姿
と
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
へ
の
期
待
が
一
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
市
生
活
に

お
い
て
は
抑
圧
さ
れ
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
振
る
舞
う
こ
と
の
出
来
な
い
「
自
分
の
顔
」
が
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の

や
う
な
田
舎
」
で
は
、
自
由
に
の
び
の
び
と
存
在
で
き
る
。
「
自
分
の
顔
」
を
道
連
れ
に
し
た
旅
、
そ
れ
は
自
足
し

た
ひ
と
り
旅
へ
の
夢
想
で
あ
り
、
自
ら
の
心
の
な
か
へ
の
旅
で
も
あ
ろ
う
（
注
４
）
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩

で
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
と
は
、
完
全
な
他
者
、
未
知
の
も
の
と
出
会
う
こ
と
で
予
期
せ
ぬ
意
識

変
革
や
自
己
の
再
発
見
を
与
え
て
く
れ
る
土
地
と
し
て
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
は
、
こ
こ
と
地
続
き
で
あ
り
、
今
現
在
の
自
分
を
変
え
る
こ
と
な
く
安
心
し

て
遊
ば
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
自
分
の
土
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

丸
山
薫
と
親
し
く
交
わ
っ
た
萩
原
朔
太
郎
が
、
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
が
発
表
さ
れ
る
前
に
書
い
た
「
旅
上
」
を
横

に
お
い
て
考
え
る
と
、
こ
の
詩
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
の
特
色
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
５
）
。

81



丸
山
薫
の
詩
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
の
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
表
記
と
同
じ
く
、
萩
原
朔
太
郎
「
旅

上
」
で
も
「
ふ
ら
ん
す
」
が
ひ
ら
が
な
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
西
原
大
輔
が
、
「
平
仮
名
表
記
の
「
ふ
ら
ん
す
」
は
、

永
井
荷
風
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
を
意
識
し
つ
つ
、
語
り
手
の
心
の
中
に
あ
る
遙
か
な
美
し
い
異
国
を
仮
託
し
た
表

現
」
（
注
６
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ふ
ら
ん
す
」
と
い
う
言
葉
を
一
行
目
と
一
一
行
目
で
リ
フ
レ
ィ
ン
す
る
こ
と

で
、
あ
ま
り
に
遠
く
行
き
た
い
と
思
っ
て
も
行
け
な
い
た
め
に
心
の
中
で
思
い
描
い
た
異
国
「
ふ
ら
ん
す
」
へ
の

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

せ
び
ろ

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て

き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。

汽
車
が
山
道
を
ゆ
く
と
き

み
づ
い
る
の
窓
に
よ
り
か
か
り
て

わ
れ
ひ
と
り
う
れ
し
き
こ
と
を
お
も
は
む

う
ら
若
草
の
も
え
い
づ
る
心
ま
か
せ
に
。

五
月
の
朝
の
し
の
の
め

旅
上
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憧
僚
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
」
は
「
せ
め
て
は
」
、
「
汽
車
」
に
乗
っ
て
「
き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
」

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
「
ふ
ら
ん
す
」
と
、
「
わ
れ
」
が
「
山
道
を
ゆ
く
」
「
汽
車
」
で
訪
れ
る
土
地
は

異
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
旅
は
、
夢
想
さ
れ
る
都
市
で
あ
る
「
ふ
ら
ん
す
」
へ
行
く
時
の

よ
う
に
「
新
し
き
背
広
を
き
て
」
い
く
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
も
の
と
の
出
会
い
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
（
注
７
）
。
八
行
目
と
九
行
目
の
「
五
月
の
朝
の
し
の
の
め
／
う
ら
若
草
の
も
え
い
づ
る
心
ま
か
せ
に
」

と
い
う
結
び
も
、
春
か
ら
夏
へ
と
移
る
五
月
に
萌
え
出
で
た
ば
か
り
の
若
草
と
、
「
朝
の
し
の
の
め
」
と
い
う
一
日

の
は
じ
ま
り
を
示
す
言
葉
を
、
接
続
詞
「
の
」
を
用
い
て
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
何
か
が
新
し
く
は
じ
ま
る
予
感

と
期
待
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
う
ら
若
草
の
も
え
い
づ
る
心
」
と
書
か
れ
る
伸
び
や
か
で
柔
軟
な
若
者
の

心
が
、
こ
の
旅
に
新
鮮
な
出
会
い
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
六
行
目
と
七
行
目
の
「
み

づ
い
る
の
窓
に
よ
り
か
か
り
て
／
わ
れ
ひ
と
り
う
れ
し
き
こ
と
を
お
も
は
む
」
と
い
う
「
わ
れ
」
の
姿
勢
が
示
す

よ
う
に
、
「
新
し
き
背
広
を
き
て
」
、
新
し
い
出
会
い
を
求
め
る
旅
で
は
、
「
わ
れ
」
は
道
連
れ
を
必
要
と
せ
ず
「
わ

れ
ひ
と
り
」
で
あ
る
。
汽
車
の
中
の
自
分
の
顔
が
反
射
し
て
い
る
の
で
は
な
い
「
み
づ
い
る
の
窓
」
は
、
車
窓
の

外
の
光
景
、
遠
く
ま
で
晴
れ
渡
っ
た
空
が
見
え
る
窓
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

丸
山
薫
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
の
八
行
目
の
「
め
ず
ら
し
い
を
と
め
の
住
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
一
節
は
、
エ
ド
ワ
ー

ド
．
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
自
ら
の
属
し
て
い
る
国
や
文
化
よ
り
も

劣
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
国
や
文
化
ｌ
こ
の
詩
で
は
都
市
に
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
が
対
置
さ

れ
て
い
る
ｌ
を
、
「
め
ず
ら
し
い
を
と
め
」
と
し
て
表
象
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
内
包
す
る
目
線
が
看
取
さ
れ
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萩
原
朔
太
郎
「
旅
上
」
の
「
わ
れ
ひ
と
り
」
の
「
わ
れ
」
は
、
「
ふ
ら
ん
す
」
を
夢
想
し
な
が
ら
の
汽
車
の
旅
に

新
し
い
出
会
い
や
自
己
変
革
を
、
丸
山
薫
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
の
「
窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
連
れ
」
し
た
旅

を
夢
想
す
る
「
自
分
」
は
、
自
己
変
革
を
伴
わ
な
い
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
求
め
て
い
る
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
（
注
８
）
。
旅
へ
と
出
る
に
し
て
も
、
「
自
ら
の
顔
」
を
道
連
れ
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な

田
舎
」
を
次
々
と
「
自
ら
の
顔
」
の
中
へ
と
領
有
し
て
い
く
主
体
が
あ
ら
わ
れ
、
「
め
ず
ら
し
い
を
と
め
の
住
ん
で

ゐ
る
／
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
ゆ
か
う
」
と
い
う
最
終
行
に
至
っ
て
、
見
ら
れ
る
女
性
に
対
し
て
、
見

る
男
性
と
し
て
の
主
体
、
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
く
主
体
が
立
ち
上
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
土
地
と
は
異
な
る
風
習
や
土
地
、
女
性
も
、
車
窓
を
鏡
と
し
て
「
自
ら
の
顔
」
と
二
重

写
し
と
し
、
自
ら
の
顔
の
中
へ
と
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
く
ま
な
ざ
し
が
描
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

萩
原
朔
太
郎
は
、
一
九
三
九
年
十
月
一
三
日
付
の
丸
山
薫
宛
書
簡
（
注
９
）
で
、

東
北
地
方
は
日
本
の
原
料
国
で
あ
り
、
日
本
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
、
政
策
上
か
ら
故

意
に
東
北
地
方
を
非
文
化
に
し
、
農
業
原
料
国
と
し
て
統
治
し
た
。
そ
れ
は
明
治
政
府
と
伊
藤
博
文
の
聡
明

さ
を
語
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
犠
性
（
マ
マ
）
が
な
け
れ
ば
文
明
は
進
歩
し
な
い
か
ら
で
す
。
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
文
化
は
、
奴
隷
を
労
役
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
し
、
英
国
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
原
料
国
と
す
る
こ
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マ
マ

と
指
摘
し
、
丸
山
に
「
借
問
す
。
君
は
伊
藤
博
文
と
板
垣
退
介
と
、
明
治
政
府
と
東
北
農
民
と
、
何
れ
に
多
く
同

情
し
ま
す
か
。
も
し
前
者
に
加
担
す
れ
ば
、
君
は
即
ち
器
質
的
に
英
国
人
で
あ
り
、
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
の
冷
知

と
偏
屈
性
を
気
質
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
尋
ね
て
い
る
。
萩
原
朔
太
郎
は
、
英
国
ｌ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
帝
国
ｌ
植

民
地
、
明
治
政
府
ｌ
東
北
地
方
、
文
明
の
進
歩
ｌ
そ
の
犠
牲
、
文
化
の
発
達
ｌ
奴
隷
の
労
役
、
資
本
主
義
文
化
ｌ

労
働
者
の
搾
取
と
い
う
多
重
的
な
権
力
構
造
を
浮
き
ぼ
り
に
し
、
そ
の
な
か
で
近
代
日
本
に
お
け
る
東
北
地
方
の

位
置
や
つ
け
を
、
英
国
に
搾
取
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
同
様
に
搾
取
さ
れ
て
き
た
側
と
し
て
捉
え
、
英
国
人
か
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
か
、
明
治
政
府
か
東
北
農
民
か
、
ど
ち
ら
の
方
に
同
情
す
る
の
か
、
丸
山
薫
に
質
問
し
た
の
で
あ
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
日
本
の
「
田
舎
」
に
重
ね
あ
わ
せ
る
比
嶮
は
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は
珍
し
く
な
い
（
注
加
）
。

「
汽
車
に
乗
っ
て
」
は
帝
国
主
義
的
な
支
配
と
被
支
配
、
搾
取
と
被
搾
取
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
と
い
う
国
名
を
「
あ
い
る
ら
ん
ど
」
と
い
う
異
化
さ
れ
た
国
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
植
民
地
支
配
か
ら
の

と
に
よ
っ
て
隆
興
し
、
資
本
主
義
文
化
は
労
働
者
を
サ
ク
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
繁
盛
し
た
。
奴
隷
も
な
く
、

殖
民
地
も
な
く
、
し
か
し
て
尚
未
だ
資
本
主
義
の
開
明
し
な
い
時
代
の
日
本
が
、
国
内
の
一
区
域
を
原
料
国

と
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
化
す
る
こ
と
は
、
政
策
上
や
む
を
得
な
い
必
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
も
し

マ
マ

然
ら
ず
ん
ば
、
今
日
の
如
き
日
本
の
富
強
は
、
到
底
有
り
得
な
か
っ
た
で
せ
う
。
板
垣
退
介
の
自
由
民
権
党

は
、
こ
の
政
策
に
於
て
伊
藤
博
文
を
攻
撃
し
た
。
自
由
党
の
地
盤
が
、
由
来
東
北
地
方
に
根
を
張
っ
た
の
は

こ
の
為
で
す
。
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自
治
独
立
へ
の
道
と
い
う
シ
ビ
ア
な
歴
史
を
歩
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
国
名
の
印
象
を
マ
イ
ル
ド
に
し
、
文
明

の
中
心
か
ら
珍
し
い
風
俗
が
残
る
後
進
の
田
舎
へ
の
旅
を
、
異
国
情
緒
を
か
き
立
て
つ
つ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
描

く
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
に
も
美
し
い
田
舎
は
あ
る
が
、
「
ふ
ら

ん
す
の
や
う
な
田
舎
に
ゆ
か
う
」
や
「
ど
い
つ
の
や
う
な
田
舎
に
ゆ
か
う
」
、
「
い
ぎ
り
す
の
や
う
な
田
舎
に
ゆ
か

う
」
で
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
丸
山
薫
の
詩
で
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
「
ゆ
か
う
」
と
書
か
れ
て
い

る
の
が
、
な
ぜ
「
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
」
な
の
か
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

（
注
１
）
本
稿
で
は
発
表
さ
れ
た
当
時
の
時
代
状
況
を
考
察
の
対
象
に
含
む
た
め
、
『
椎
の
木
』
第
九
号
（
一
九
二
七
年
六
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
初
出
時
の
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
詩
集
『
幼
年
』
（
四
季
社
、
一
九
三
五
年
）
収

録
の
「
汽
車
に
乗
っ
て
」
は
、
「
汽
車
に
の
っ
て
／
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う
／
ひ
と
び
と
が
祭
の
日

傘
を
く
る
く
る
ま
は
し
／
陽
が
照
り
な
が
ら
雨
の
ふ
る
／
あ
い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う
／
窓
に
映
っ
た

自
分
の
顔
を
道
づ
れ
に
し
て
／
湖
水
を
わ
た
り
燧
道
を
く
ぐ
り
／
珍
ら
し
い
顔
の
少
女
や
牛
の
歩
い
て
ゐ
る
／
あ

い
る
ら
ん
ど
の
や
う
な
田
舎
へ
行
か
う
」
。

（
注
２
）
佐
藤
亨
『
異
邦
の
ふ
る
さ
と
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
国
境
を
越
え
て
』
（
新
評
論
、
二
○
○
五
年
）
。
河
野
賢
司
は
「
狐

の
嫁
入
り
の
超
自
然
的
な
天
候
、
母
親
の
記
憶
に
つ
な
が
る
日
傘
、
烏
や
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
自
然
児
の
少
女

た
ち
ｌ
こ
れ
ら
を
配
し
た
理
想
的
な
田
舎
の
典
型
と
し
て
丸
山
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
評
す
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る
（
『
周
縁
か
ら
の
挑
発
ｌ
現
代
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
論
考
』
溪
水
社
、
二
○
○
一
年
）
。

（
注
３
）
三
つ
率
室
君
君
君
．
の
二
三
。
ご
●
８
宕
言
弓
勇
圏
筥
言
言
一
三
○
エ
ハ
年
三
月
一
宝
日
閲
覧
）

（
注
４
）
「
窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
づ
れ
に
し
て
」
に
関
し
て
、
阪
本
越
郎
は
「
「
窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
翻
つ
れ
に
し

て
」
と
い
う
詩
句
だ
け
は
、
彼
の
幼
時
か
ら
の
土
地
移
動
の
折
の
実
感
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
は
彼
の
「
遠

方
へ
の
あ
こ
が
れ
」
の
空
想
で
あ
ろ
う
」
（
「
日
本
の
詩
歌
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
）
と
述
べ
、
こ
の
部
分
に
の

み
「
実
感
」
が
表
出
し
て
い
る
と
記
し
て
い
る
が
、
白
井
た
つ
子
は
、
こ
の
部
分
を
含
め
た
詩
全
体
が
「
「
遠
方
へ
の

あ
こ
が
れ
」
の
空
想
」
か
ら
成
り
立
つ
と
指
摘
し
、
「
窓
に
映
っ
た
自
分
の
顔
を
道
づ
れ
に
し
て
」
に
は
「
「
夢
み
ら
れ

た
か
な
た
へ
の
憧
慢
と
、
そ
の
無
限
の
追
求
と
が
、
強
い
自
我
を
支
え
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
と

き
と
し
て
「
自
分
の
顔
を
道
づ
れ
に
」
す
る
よ
う
な
孤
愁
の
鶏
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
ン
的
な

詩
の
特
性
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
百
井
た
つ
子
「
丸
山
薫
の
世
界
ｌ
罰
筐
に
つ
い
て
ｌ
三
ノ
ー
ト
ル
ダ

ム
清
心
女
子
大
学
国
文
学
科
紀
要
」
一
九
六
九
年
三
月
）
。

（
注
５
）
萩
原
朔
太
郎
「
純
情
小
曲
集
」
（
新
潮
社
、
一
九
一
宝
年
）
。
初
出
は
、
『
朱
蘂
』
第
三
巻
第
五
号
（
一
九
二
一
年
五

（
注
５
）
萩
原
朔
太
郎
「
純
情
小

月
）
。
初
出
時
に
は
無
題
。

（
注
６
）
西
原
大
輔
『
日
本
名
詩
選
１
明
治
・
大
正
篇
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
一
五
年
）
。

（
注
７
）
長
野
隆
は
、
「
ふ
ら
ん
す
」
と
い
う
「
〃
幻
像
の
都
会
″
が
そ
れ
自
体
都
会
と
し
て
実
在
す
る
場
を
、
当
時
の
日
本

地
図
の
上
に
持
っ
て
は
い
な
い
」
と
言
っ
た
上
で
、
こ
の
詩
の
表
現
が
「
都
会
思
慕
を
内
に
秘
め
、
田
舎
（
前
橋
）
脱

出
の
夢
想
を
自
在
に
育
む
場
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
〃
幻
像
の
都
会
″
と
は
、
も
は
や
こ
の
「
汽
車
の
客
室
」
の
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〔
附
記
〕
本
稿
は
、
拙
著
『
越
境
す
る
想
像
力
日
本
近
代
文
学
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
序
章
の
一
部
に
お
け
る
丸
山
薫
「
汽
車

に
乗
っ
て
」
へ
の
言
及
箇
所
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
研
究
は
閉
易
科
研

費
賦
室
急
ぎ
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

風
景
を
指
す
し
か
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
旅
の
終
わ
り
や
目
的
地
で
は
な
く
旅
の
「
現
状
」
を
重
視
す
る
。
そ

の
上
で
、
汽
車
の
客
室
に
お
い
て
こ
そ
、
「
洋
装
Ⅱ
旅
装
、
つ
ま
り
「
新
し
き
背
広
」
も
、
こ
こ
で
は
あ
り
得
べ
き
風

景
の
一
部
と
化
し
、
違
和
な
く
受
け
い
れ
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
擬
態
Ⅱ
洋
装
こ
そ
必
須
な
の
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、

興
味
深
い
（
「
「
旅
上
」
の
風
景
萩
原
朔
太
郎
の
〈
近
代
〉
第
一
回
」
『
詩
学
』
詩
学
社
、
一
九
八
七
年
一
月
）
。

（
注
８
）
屋
君
四
己
蟹
算
○
言
蜀
ミ
爵
ミ
．
百
三
○
貝
宛
○
三
①
岳
①
四
目
穴
①
彊
邑
蚕
昌
ら
認
．
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
、
今
沢
紀

子
訳
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
）

（
注
９
）
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
一
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）
。
萩
原
朔
太
郎
の
書
簡
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ

の
言
及
は
、
安
智
史
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
注
Ⅲ
）
拙
著
『
越
境
す
る
想
像
力
日
本
近
代
文
学
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
○
一
四
年
）
。
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