
私
は
あ
な
た
の
そ
ば
が
良
い

小
笠
原
　
孝
砧

∧

は
じ
め
に

ｖ

そ
ば
は
そ
ば

で
も
手
打
ち
蕎
麦
の
話
で
す
。
『
蕎
麦
は
健
康
食

で
ボ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の

一
種
で
あ
る
ル
チ
ン
を
含
む
た
め
、
成
人

病
予
防
に
効
果
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と
な
ど
は
蕎
麦
好
き
の
人
に

は
ど
う
で
も
良
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
蕎
麦
の
風
味
と
蕎
麦
湯

の
香
、
そ
し
て
何
よ
り
も
旨
い
蕎
麦
が
食
べ
た
い
。
そ
れ
が
手
打

ち
蕎
麦
に
興
味
を
持

っ
た
始
ま
り
で
あ
る
。

Ａ
出
会
い

∨

私
が
初
め
て
手
打
ち
蕎
麦
を
体
験
し
た
の
は
、
平
成
七
年
十
月

に

「
い
わ
て
男
子
厨
房
に
入
ろ
う
会
」
が
企
画
し
た
手
打
ち
蕎
麦

の
会
に
参
加
し
た
と
き
で
あ

っ
た
。
講
師
は
小
笠
原
ハ
ナ
さ
ん
と

い
う
方
で
、
毎
年
ア
ネ

ッ
ク
ス
カ
ワ
ト
ク
の
二
戸
フ
ェ
ア
で
手
打

ち
蕎
麦

の
実
演
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
日
は

夢
中

で
蕎
麦
粉
を
こ
ね
た
記
憶
し
か
な
い
ま
ま
帰
宅
し
た
。
初
め

て
で
も
何
と
か
食

べ
ら
れ
る
も
の
が
出
来
た
の
で
、
蕎
麦
粉
を
寺

町
通
の
赤
喜
さ
ん
で
入
手
し
、
こ
ね
鉢
は
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
ボ
ー

ル
、
の
し
板
の
代
用
品
と
し
て
は
ｌ

ｍ
四
方
の
単
板
を
ホ
ー
マ
ッ

ク
で
買
い
求
め
、
初
心
者
用
の
蕎
麦
切
り
包
丁
と
こ
ま
板

（蕎
麦

を
切
る
と
き
に
添
え
る
板
）
、
打
ち
棒
は
橋
市
で
購
入
し
、
早
速

自
宅
で
蕎
麦
打
ち
を
行

っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は

『
下
手
な
頃
か

ら
我
慢
し
て
食
べ
て
く
れ
る
家
族
』
の
限
界
を
超
え
て
い
た
。
こ

の
ま
ま
で
は
家
長
と
し
て
の
権
威
失
墜
と
い
う
こ
と
で
、
書
店
で

「手
打
ち
そ
ば
の
技
術
」
な
る
本
を
入
手
し
、
長
～
い
蕎
麦
を
打

ち
た
い
と
何
度
か
再
挑
戦
し
た
が
、
結
果
は
大
差
な
い
代
物
で
あ

り
、
せ
っ
か
ぐ
購
入
し
た
道
具
は
お
蔵
入
り
と
な

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
に
転
機
が
訪
れ
た
。
平
成
十
年
十
月
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
テ
レ
ビ

『
こ
の
人
に
聞
く
』
で
、
現
代
手
打
ち
蕎
麦
の
元
祖
故

片
倉
康
雄
氏
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の

一
番
弟
子
で
あ
る
高
橋
邦
弘
氏

の
妙
技
を
目
の
当
た
り
に
し
て

『
チ
ョ
ウ
の
よ
う
に
舞
う
蕎
麦
切

り
』
は
出
来
な
く
て
も
何
と
か
人
に
食
べ
て
も
ら
え
る
蕎
麦
を
打

て
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
決
心
し
た
。
そ
ん
な
矢
先
、
前
述
し
た

小
笠
原
ハ
ナ
さ
ん
が
自
院
を
再
来
し
た
。
軽
い
白
内
障
と
結
膜
炎

で
治
療
中
で
あ

っ
た
が
、
膝
が
弱
く
な

っ
て
二
戸
か
ら
の
通
院
も

ま
ま
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
蕎
麦
打

ち
を
盛
岡
で
教
え
て
頂
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
、
思
い

き

っ
て
二
戸
の
自
宅

へ
出
向
く
の
で
弟
子
と
し
て
扱

っ
て
ほ
し

い
と
申
し
入
れ
た
。
ハ
ナ
さ
ん
は
驚
い
た
が
快
諾
し
て
く
れ
た
。

ハ
ナ
さ
ん
は
女
手

一
つ
で
二
人
の
子
供
さ
ん
を
育
て
上
げ
た
方

で
、
昭
和
五
十
年
代
ま
で
は
二
戸
駅
前
で
『
小
華
食
堂
』
を
営
み
、
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鈴
木
善
幸
元
首
相
に
も
蕎
麦
を
振
舞

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ

と
で
あ

っ
た
。
十
年
前
の
十

一
月
、
三
戸
市
足
沢
の
御
自
宅

へ
向

か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ー
ナ
ビ
も
役
に
立
た
ず
、
な
か
な
か
目
的

地
に
着
く
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
何
度
か
道
を
聞
き
な
が
ら

妻
が
車
か
ら
降
り
て
み
た
と
こ
ろ
、
「そ
ば

つ
ゆ
の
に
お
い
が
す

る
」
と
の
こ
と
で
や

っ
と
お
宅
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。

ハ
ナ
さ
ん
は
自
院
に
通
う
の
に
バ
ス
停
ま
で
徒
歩
四
十
分
、
バ
ス

で
二
戸
駅
ま
で
四
十
分
、
そ
し
て
東
北
本
線
で
盛
岡
ま
で
来
て
い

た
。
私
は
三
分
診
療
を
心
か
ら
申
し
訳
な
く
思
っ
た
。
翌
年
の
春

に
は

三
度
目
の
指
導
を
頂
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
指
南

料
は

『
目
薬
』
を
希
望
さ
れ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
蕎
麦

打
ち
の
基
本
は

木
鉢

（
こ
ね
）
↓
延
し
↓
包
丁
↓
苅
で

で
あ
る

が
、
最
も
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
過
程
は
木
鉢
の
作
業
で
粉
に
水
を
含

ま
せ
る

『
水
ま
わ
し
』
と
そ
れ
を

一
つ
に
す
る

『
く
く
り

（ま
と

め
と

で
あ
る
。
手
打
ち
蕎
麦
に
く
じ
け
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
工

程
が
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ハ
ナ
さ
ん
の
打
ち
方

（勝
手
に
小
華
流
と
命
名
）
は
蕎
麦
粉
９
に
小
麦
粉
１
を
半
量
ず

つ
熱
湯
と
水
で
く
く
り
を
行
い
、
そ
れ
を
合
体
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
ハ
ナ
さ
ん
の
指
導
の
お
陰
で
そ
の

後
は
何
と
か
家
族

の
前
に
は
出
せ
る
蕎
麦
が
打
て
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
時
点
で
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
目
指
し
、　
一
本
彫
の
こ
ね

鉢
と
合
板
の
の
し
板
、
刃
高
の
高
い
蕎
麦
切
り
包
丁
そ
の
他
を
購

入
し
た
。
現
在
で
は
知
人
か
ら
譲
り
受
け
た
津
軽
塗
り
の
こ
ね
鉢
、

寒
山
拾
得
特
撰
鋼
の
包
丁
と
ｌ

ｍ
２
０

帥
四
方
の
の
し
板
、
蕎
麦

粉
の
量
と
種
類
に
応
じ
て
三
種
の
長
さ
と
太
さ
の
の
し
棒
を
使

用
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
、
同
窓
の
田
村
元
君

（人
間
国

宝
大
隅
俊
平
氏
に
師
事
し
た
刀
工
で
、
現
在
滝
沢
村
の
産
業
文
化

セ
ン
タ
ー
に
工
房
を
構
え
て
い
る
）
に
蕎
麦
切
り
包
丁
の
製
作
を

依
頼
し
て
い
る
。
出
来
上
が
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

Ａ
十
割
蕎
麦
と
更
科
蕎
麦

ｖ

基
本
的
に
蕎
麦
粉
に
は
グ
ル
テ
ン
が
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い

な
い
た
め
、
つ
な
ぎ

（小
麦
粉
）
を
入
れ
な
い
と
ま
と
め
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
従

っ
て
、
手
打
ち
十
割
蕎
麦
は
蕎
麦
打
ち
を
始

め
た
も
の
に
と
っ
て
の
最
初
の
夢
で
あ
る
。
五
年
前
に
自
院
の
近

所
の
緑
が
丘
に
十
割
手
打
ち
蕎
麦
の
お
店
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
何

度
か
食
べ
に
行

っ
て
い
る
う
ち
に
話
の
は
ず

み
か
ら
蕎
麦
打
ち

の
指
導
を
し
て
頂
く
許
可
を
得
た
。
そ
の
打
ち
方
は
名
人
高
橋
邦

弘
氏
を
街
彿
さ
せ
る
程
の
技
で
あ

っ
た
。
何
度
か
コ
ツ
を
教
え
て

頂
き
、
私
も
ｌ
ｋｇ
の
十
割
蕎
麦
を
打
て
る
よ
う
に
な

っ
た
。

さ
て
、
私
の
も
う

一
人
の
師
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

方
は
、
岩
手
大
学
工
学
部
裏
に
お
店
を
構
え
て
い
る
ご
主
人
で
あ

る
。
更
科
蕎
麦
は
絶
品
で
あ
り
、
そ
の
出
来
に
は
た
だ
た
だ
驚
く

ば
か
り
で
あ

っ
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
六
十
四
歳
で
三
田
農

′
Ｕ



林
を
定
年
退
職
さ
れ
東
京
の
駒
方
に
あ
る

『
蕎
麦
上
人
』
の
平
沼

孝
之
氏
の
も
と
に

一
カ
月
間
弟
子
入
り
し
、
店
を
開
店
し
た
と
の

こ
と
で
あ

っ
た
。
更
科
蕎
麦
を
作
る
こ
と
は
十
割
蕎
麦
よ
り
も
更

に
難
し
い
。
私
は
早
速
、
学
会
で
東
京
に
上
京
し
た
折
に
蕎
麦
上

人
の
平
沼
孝
之
氏
を
訪
ね
、
そ
の
お
弟
子
さ
ん
の
技
を
拝
見
す
る

と
と
も
に

コ
ツ
を
教
え
て
頂
い
た
。

Ａ
一̈ダ
Ｖ

蕎
麦
粉
は
生
き
物
と
同
じ
で
あ
り
、
湿
度
や
温
度
の
違
い
に
よ

り
加
水
率
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
製
粉
技
術
が
大
切
で
あ
る
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
自
分
が
納
得
で
き
る
蕎
麦
が
打
て
た
時
は

手
術
が
成
功
し
た
時
と
同
じ
よ
う
な
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。
メ
ス
を
蕎
麦
切
り
包
丁
に
持
ち
替
え
る
年
齢
に
な

っ
た
ら

「蕎
麦
は
滋
味
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
手
打
ち
蕎
麦
を
打
ち

た
い
と
願

っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
夢
で
あ
る
が
拙
宅
の
隣
に

庵
を
作
り
蕎
麦
好
き

の
人
に
自
家
製
粉
し
た
そ
ば
粉

で
五
色
蕎

麦

（
二
八
蕎
麦
、
挽
き
ぐ

る
み
の
十
割
蕎
麦
、
更
科
の
茶
そ
ば
、

ケ
シ
切
り
、
柚
子
切
り
等
）
を
振
舞
え
た
ら
嬉
し
い
と
思
う
。
庵

の
名
前
は

「清
風
庵
」
と
決
め
て
い
る
が
、
看
板
の
文
字
は
卒
業

後
も
お
世
話
に
な
り
尊
敬
す
る
恩
師

で
あ
る
高
橋
力
先
生
に
書

い
て
頂
く
お
願
い
を
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

Ａ
お
わ
り
に

ｖ

我
々
も
盛
岡

一
高
を
卒
業
し
て
早
や
四
十
年
が
過
ぎ
来
年
は

還
暦
を
迎
え
る
歳
に
な

っ
た
。
子
供
達
は
独
立
し
、
私
も
家
内
と

二
人
だ
け
の
生
活
が
始
ま

っ
て
い
る
。
蕎
麦
を
打

っ
た
時
に

「私

は
あ
な
た
の
そ
ば
が
良
い
」
と
言
わ
れ
る
繋
が
り
を
大
切
に
し
た

い
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
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