
No.40　2014.6

萩
原
朔
太
郎
記
念　

水
と
緑
と
詩
の
ま
ち



ブ
タ
の
レ
リ
ー
フ
の
由
来

　
つ
い
十
日
ほ
ど
前
に
も
、
あ
る
知
人
か
ら
こ
ん
な
質
問
を
も

ら
っ
た
。「
前
橋
の
文
学
館
を
見
学
し
て
、
と
て
も
興
味
深
か
っ

た
。
そ
の
あ
と
、
近
く
の
道
端
に
あ
る
あ
な
た
の
詩
碑
も
見
て

き
た
け
れ
ど
、
詩
句
に
添
え
て
あ
る
動
物
の
レ
リ
ー
フ
が
ブ
タ

だ
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。」

　
こ
こ
で
知
人
が
「
あ
な
た
の
詩
碑
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

私
が
詩
集
『
遐と
ほ

い
宴う
た
げ樂

』
で
第
十
回
萩
原
朔
太
郎
賞
を
頂
き
、

そ
の
翌
年
（
二
〇
〇
三
年
）
の
秋
に
、
広
瀬
川
沿
い
の
散
歩
道

に
建
て
ら
れ
た
詩
碑
の
こ
と
だ
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
各
回
の

受
賞
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
基
の
石
碑
が
新
造
さ
れ
る
の
が
恒
例

だ
っ
た
か
ら
、
私
も
受
賞
者
と
し
て
そ
の
栄
に
浴
し
た
わ
け
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
記
念
詩
碑
に
は
、
お
の
お
の
に
、
俊

敏
な
彫
刻
家
三
谷
慎
氏
の
制
作
に
な
る
ユ
ニ
ー
ク
な
動
物
レ

リ
ー
フ
が
必
ず
付
さ
れ
る
の
も
恒
例
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
動

物
の
種
類
は
受
賞
者
の
希
望
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
そ
う
い

う
わ
け
だ
か
ら
、
ブ
タ
を
望
ん
だ
の
は
私
自
身
で
あ
る
。
三
谷

氏
は
見
事
に
そ
れ
を
か
な
え
て
下
さ
っ
た
。

　
と
、
な
る
と
、
知
人
の
問
い
に
は
「
な
ぜ
ブ
タ
を
希
望
し
た

の
か
」
を
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
宮
沢
賢
治
研
究
会
の
会
誌
に
簡
単
に
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
発
表
場
所
か
ら
言
っ
て
、
ご
く
限
ら
れ
た
方
々
し
か
、

ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。（
じ
か
に
問
う
て
き
た
知

人
の
場
合
も
、そ
う
だ
っ
た
。）
そ
こ
で
、あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
、

今
少
し
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
私
の
ブ
タ
好
き
に
は
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
か
ら
の
影
響
が
大

き
く
作
用
し
て
い
る
。
賢
治
作
品
に
ブ
タ
が
頻
出
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
全
く
無
く
、
今
思
い
め
ぐ
ら
し
て
見
て
も
、
童
話

に
一
篇
、
文
語
詩
に
も
一
篇
と
い
っ
た
程
度
だ
。
題
名
を
あ
げ

れ
ば
、
童
話
「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」
と
文
語
詩
「
巨
豚
」

だ
が
、
こ
の
二
篇
は
い
ず
れ
も
抜
群
の
傑
作
で
あ
る
。

　（
作
中
の
豚
で
は
な
い
現
実
の
ブ
タ
も
、
き
れ
い
に
世
話
さ
れ

て
、
き
た
な
く
な
か
っ
た
り
臭
く
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
の
話
だ

が
、
お
そ
ら
く
可
愛
い
と
思
う
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
…
…
。）
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私
の
観
念
的
ブ
タ
偏
愛
は
、
や
が
て
、《
ブ
タ
三
部
作
》
と
し

て
ま
と
ま
る
三
篇
の
詩
に
結
実
し
た
。

　
最
初
の
作
は
、
一
九
八
一
年
刊
の
詩
集
『
駱
駝
譜
』
巻
頭
所

収
の
「
登
龍
府
」
で
、
そ
の
書
き
出
し
は
、

　
　
豚
と
ぼ
く
は
語
り
つ
つ
歩
む
、

　
　
南
法
朗
西
は
正
午
の
松
林
を
。

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
一
九
八
二
年
刊
の
『
春
の
散
歩
』
中
の

表
題
作
で
、
冒
頭
部
は
、

　
　
豚
を
つ
れ
て
街
を
遠
望
す
る
野
道
を
歩
く
。

　
　
小
川
は
コ
ン
ク
リ
で
固
め
ら
れ
、
さ
ら
さ
ら
と
、

　
　
白
濁
し
た
液
体
を
流
し
て
ゐ
る
。

　
そ
し
て
、
三
つ
目
は
二
〇
〇
五
年
刊
の
『
ア
ル
ボ
ラ
ー
ダ
』

所
収
の
「
我
ら
の
煉
獄
」（
雑
誌
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）
で
、

　
　
い
ま
し
方
　
眉
間
を
割
ら
れ
て
横
た
は
つ
た
巨
豚
の

　
　
や
け
に
ぶ
よ
ぶ
よ
と
白
い
　
霊
魂
を
連
れ
て

　
　（
い
や
　
当
方
が
い
つ
の
ま
に
か
連
れ
出
さ
れ
て
）

　
　
ど
こ
ま
で
も
　
ど
こ
ま
で
も
　
紫
が
か
つ
た
靄
の
な
か
を

　
　
　
歩
く

と
、
始
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
三
篇
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
作
品
中
で
「
ぼ
く
」
が

「
ブ
タ
（
ま
た
は
、
そ
の
霊
魂
）」
と
言
葉
の
や
り
と
り
を
す
る

こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
想
像
上
の
出
来
事
で
あ
る
。
つ
い

で
に
一
言
。
最
後
に
引
い
た
拙
作
の
初
行
末
の
「
巨
豚
」
に
は
、

草
稿
の
段
階
で
は
「
ポ
エ
ジ
ー
」
と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
っ
た
の

だ
が
、
詩
集
収
録
段
階
で
、
削
除
さ
れ
た
、
こ
の
処
置
は
正
し

か
っ
た
と
、
今
で
も
思
っ
て
い
る
。
ブ
タ
は
ポ
エ
ジ
ー
の
暗
喩

と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
生
々
し
い
。

（
二
〇
一
四
・
五
・
一
九
）
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