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水面を飛ぶ

旭川市医師会 梨木 寛

丹頂の飛翔は、青い空に高く飛んでいる姿が
美しいが、小高い丘の上から青い湖面を超低空

で飛ぶ丹頂を見るのもきれいだ。特に波静かな
水面では美しい影がうつる。

《
正
岡
子
規
（
３６
）
の
続
き
》
そ
の
２４２

子
規
と
漱
石
（
五
十
一
た
び
続
）

久
保
よ
り
江
夫
人
の
句
を
さ
が
し
た
が
、
な
か
な
か
見

つ
か
ら
な
い
。

『
女
流
俳
句
集
成
』（
宇
多
喜
代
子
・
黒
田
杏
子
編
、
立

風
書
房
、
二
〇
〇
三
年
七
月
第
四
版
）
に
は
、
明
治
・
大

正
・
昭
和
・
平
成
の
８１
作
家
の
一
万
二
千
余
句
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
の
に
、
よ
り
江
の
名
は
な
い
。『
よ
り
江
句
文

集
』
の
著
作
も
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
名
を
逸
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

昭
和
４
年
９
月
改
造
社
発
行
の
『
現
代
日
本
文
学
全

集
』
第
３８
篇
の
「
現
代
短
歌
集

現
代
俳
句
集
』
中
に
、

よ
り
江
の
句
を
見
出
し
た
。
３０
句
載
っ
て
い
る
か
ら
、
大

体
の
傾
向
は
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
ら

か
る
た
き
れ
ど
よ
き
占
出
で
ず
春
の
宵

湯
上
り
の
素
顔
よ
ろ
し
き
浴
衣
か
な

病
間
や
と
る
手
鏡
の
梅
雨
ぐ
も
り

第
一
句
は
ト
ラ
ン
プ
の
ひ
と
り
占
い
で
あ
ろ
う
か
、
な

か
な
か
ハ
イ
カ
ラ
な
句
だ
。
第
二
句
は
湯
上
り
の
自
分
へ

こ
ま

の
ナ
ル
シ
ズ
ム
か
。
第
３
句
は
病
の
い
と
ま
の
一
齣
で
あ

る
。ホ

ト
ト
ギ
ス
同
人
で
あ
る
か
ら
正
統
派
俳
人
で
あ
っ

て
、
し
か
も
句
材
に
も
、
表
現
に
も
な
か
な
か
新
し
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。

も
う
一
冊
、
前
記
の
富
安
風
生
著
「
大
正
秀
句
」（
日
本

秀
句
全
１０
巻
の
第
６
巻
）
に
、
風
生
の
鑑
賞
に
よ
る
よ
り

江
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
一
九
六
四
年
十

二
月
初
版
本
の
二
〇
〇
〇
年
１０
月
の
新
版
で
、
春
秋
社
の

発
行
で
あ
る
。

こ
の
本
に
は
よ
り
江
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
い
経
歴
も

書
か
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
興
味
が
あ
る
。
も
と
は
る

そ
れ
に
よ
る
と
、
よ
り
江
は
「
服
部
躬
治
に
よ
る
歌
の

道
、
夏
目
漱
石
、
泉

鏡
花
を
師
と
す
る
文
章
道
、
子
規

居
士
、
�
浜
虚
子
、
清
原
枴
童
に
よ
る
俳
句
道
、
そ
れ
か

ら
学
者
の
妻
と
し
て
の
内
助
の
道
、
花
や
か
な
社
交
街

道
、
嶮
し
い
処
生
悪
路
、
思
索
の
寂
し
い
道
、
よ
り
江
の

歩
い
た
道
に
は
い
く
つ
か
の
道
が
交
錯
し
て
絡
み
合
っ
て

い
た
」
と
あ
る
。

こ
の
引
用
は
、
池
上
不
二
子
の
『
俳
句
に
魅
せ
ら
れ
た

六
人
の
を
ん
な
』
か
ら
の
も
の
だ
。
風
生
の
説
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。

嶮
し
い
処
生
悪
路
、
思
索
の
寂
し
い
道
と
い
う
の
は
ど

う
で
あ
ろ
う
。
帝
大
医
学
部
教
授
夫
人
で
、
し
か
も
当
時

耳
鼻
咽
喉
科
の
第
一
人
者
と
目
さ
れ
て
い
た
人
を
夫
と
し

て
い
た
人
が
、
嶮
し
い
処
生
悪
路
を
歩
ん
だ
と
は
到
底
思

え
な
い
。
当
時
帝
大
教
授
と
い
う
の
は
エ
リ
ー
ト
中
の
エ

リ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
助
教
授
な
ど
と
は
格
段
の
差
の
あ
る

年
俸
を
給
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
臨
床
の
教
授
は
所
謂

特
診
料
と
い
う
収
入
が
あ
っ
た
。

現
に
長
塚

節
も
明
治
４５
年
３
月
２４
日
、
初
め
て
久
保

教
授
に
よ
る
初
診
を
受
け
、
謝
金
１０
円
を
呈
し
て
い
る
。

明
治
末
の
１０
円
は
今
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
想
像
も
で
き
な
い

ほ
ど
の
貨
幣
価
値
を
有
し
て
い
た
。

北
大
の
初
代
の
第
一
内
科
教
授
の
有
馬
英
二
先
生
の
自

伝
『
わ
が
七
十
七
年
の
歩
み
』
に
も
、
特
診
料
の
収
入
が

多
分
に
あ
り
、
月
給
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
と
の
記
述
が
あ

る
。
内
科
と
耳
鼻
科
で
は
、
往
診
の
依
頼
に
も
差
は
あ
る

で
あ
ろ
う
が
、
経
済
生
活
が
豊
か
な
の
は
同
じ
で
あ
っ
た

ろ
う
。

人
世
行
路
難
で
あ
っ
て
は
、
ひ
と
の
世
話
も
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
社
交
場
裡
に
活
躍
も
で
き
な
い
筈
だ
。

風
生
が
福
岡
為
替
貯
金
支
局
長
在
任
時
、
よ
り
江
、
柳

原
白
蓮
、
野
田

勇
夫
人
の
三
人
は
、
福
岡
社
交
界
の
三

羽
烏
と
う
た
わ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
野
田

勇
夫

人
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
柳
原
白
蓮
は
、
九

州
の
炭
鉱
王
と
称
さ
れ
た
伊
藤
伝
右
衛
門
の
妻
で
、
筑
紫

の
女
王
と
呼
ば
れ
た
美
貌
の
歌
人
で
あ
る
。

家
庭
が
面
白
く
な
く
て
、
外
に
大
い
に
羽
を
伸
す
と
い

う
こ
と
も
な
く
は
な
い
。
或
は
夫
が
家
庭
を
省
み
な
い
、

そ
の
う
っ
ぷ
ん
を
晴
ら
す
為
に
華
や
か
な
社
交
界
で
、
派

手
に
振
る
舞
う
こ
と
は
、
処
生
悪
路
と
同
列
に
論
ず
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
池
上
不
二
子
と
い
う
人
の
論

も
お
か
し
い
よ
う
だ
し
、
風
生
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
い
る
の
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。

医
事
・
文
談

九
百
五
十
四

平
岸

三
八
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