
23

　

「
忘
れ
蟹
」
「
朱
い
笹
舟
」
「
渡
る
記
憶
」

　
　
　
　
　
　
　
　
後
藤
　
順
（
岐
阜
県
岐
阜
市
）

「
地
球
脳
賛
歌
」「
ひ
か
る
は
る
は
ち
」「
た
だ
い
ま
　
人
類
」

　
　
　
　
　
　
　
　 

平
岡
靖
生
（
福
岡
県
福
岡
市
）

「
コ
ト
バ
剥
離
」「
消
滅
宇
宙
」「
ゆ
が
む
視
界
」

　
　
　
　
　
　
　
　
榊
　
一
威
（
山
形
県
寒
河
江
市
）

　
　
　
　
　
　
　
　

「
父
を
掘
る
」

　
　
　
　
　
　
江
口
久
路
　
（
京
都
府
京
都
市
）

「
空
／
」「
校
庭
世
界
」「
巻
く
　
夜
」

　
　
　
　
　
　
ア
ン
阿
部
　
（
東
京
都
豊
島
区
）

　

第
六
回
「
文
芸
思
潮
」
現
代
詩
賞
に
多
数
の
御
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
今
年
も
日
本
全
国
お
よ
び
海
外
か
ら

七
四
八
名
と
い
う
多
く
の
方
に
ご
応
募
い
た
だ
き
、
充
実
し
た
コ
ン
テ
ス
ト
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

五
月
末
に
締
め
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
応
募
作
の
中
か
ら
、
ま
ず
選
考
委
員
会

予
選
担
当
に
よ
っ
て
第
一
次
予
選
、
第
二
次
予
選
、
第
三
次
予
選
の
選
考
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
通
過
し
た
作
品
を
対
象
に
、
九
月
十
二
日
、
嶋
岡
晨
、
松
尾
真
由

美
、
五
十
嵐
勉
の
各
選
考
委
員
に
よ
り
、
最
終
選
考
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
厳
正
な
審

査
の
結
果
、
以
下
の
通
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
も
応
募
数
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
「
佳
作
」
を
設
け
、
す

ぐ
れ
た
作
品
を
よ
り
広
く
顕
彰
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

奨
励
賞
お
よ
び
佳
作
の
作
品
の
中
に
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
作
品
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
も
、
で
き
る
だ
け
「
文
芸
思
潮
」
ウ
ェ
ー

ブ
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
誌
上
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
御
期
待
く
だ

さ
い
。

　

現
代
詩
賞
の
授
賞
式
は
、
銀
華
文
学
賞
、
エ
ッ
セ
イ
賞
と
併
せ
て
、
明
年
一
月
二
十
三

日
午
後
二
時
よ
り
東
京
神
楽
坂
の
日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館
に
て
行
な
う
予
定
で
す
。
受

賞
者
以
外
の
方
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
誘
い
の
上
ぜ
ひ
御
参
加
、
御
来
場

く
だ
さ
い
。

　

第
七
回
「
文
芸
思
潮
」
現
代
詩
賞
は
、
明
年
二
〇
一
一
年
も
今
年
と
ほ
ぼ
同
じ
要
領

で
募
集
を
行
な
い
ま
す
。
締
め
切
り
は
五
月
三
十
一
日
で
す
。
ど
う
ぞ
奮
っ
て
御
応
募

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
文
芸
思
潮
」
現
代
詩
賞
選
考
委
員
会
／
文
芸
思
潮

　

第
６
回
「
文
芸
思
潮
」
現
代
詩
賞
　

発
表

「文芸思潮」現代詩賞発表 第6回「文芸思潮」
　　　　現代詩賞

「
ジ
ェ
ル
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
出
来
た
君
の
微
笑
み
と
悲
し
み
の
肉か
ら
だ体
」「
集
団

ダ
イ
エ
ッ
ト
」　　
　
　
　

ユ
リ
コ
ラ
ケ
プ
ト
ン
（
大
阪
府
堺
市
）

「
一
月
」「
如
月
」　　
　

仁
科
修
治　
　
　
　
　（
香
川
県
三
豊
市
）　

「
源
流
」　　
　
　
　
　
　
　

清
水
一
美　
　
　
　
　
（
東
京
都
立
川
市
）

「
鏡
」「4.0

×3.0

」「JIGO
K

U
H

EN

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
糸
ゆ
さ　
　
　
　
　
（
東
京
都
杉
並
区
）

「
蝶
の
水
葬
」「
魚
の
語
法
」

                              

舟
橋
空
兎      　
　

 （
愛
知
県
尾
張
旭
市
）

「
感
覚
理
論
戦
争
」「
冬
の
再
生
」「
運
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ク
ダ
ノ
ゾ
ミ　
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
）

「
少
年
の
息
で
砕
け
散
り
そ
う
な
」「
点
在
し
て
い
る
ラ
イ
ト

の
目
」「
星
の
キ
ス
」　　

岡
崎　

師　
　
　
　
　
（
北
海
道
札
幌
市
）

「
伸
長
」「
黎
明
の
黒
き
瞳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
原　

歩　
　
　
（
神
奈
川
県
海
老
名
市
）

「
マ
ス
ク
の
世
紀
」　
　
　

後
藤
敏
斤　
　
　
　

（
静
岡
県
富
士
宮
市
）　

　
　「

高
橋
竹
山
物
語
︱
津
軽
三
味
線
一
代
︱
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
地
順
一　
　
　
　
（
北
海
道
札
幌
市
）

優
秀
賞

第
６
回
「
文
芸
思
潮
」
現
代
詩
賞

当　
選　

奨
励
賞
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選　

評

　

何
よ
り
〈
感
動
〉
、
何
よ
り
衝
撃
を
こ
そ

　
　
　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
岡
　
晨

　

本
誌
第
二
回
の
現
代
詩
賞
選
評
文
（
池
田
康
）
の
タ
イ
ト
ル
、
「
意
表
を
つ
く
無
条

件
の
感
銘
を
」
こ
そ
は
変
わ
ら
ぬ
選
ぶ
側
の
希
望
で
あ
る
。
新
鮮
な
ま
る
ご
と
の
感
動

を
求
め
て
、
わ
た
し
も
選
に
臨
ん
だ
。

　

ア
ン
安
部
（
敬
称
略
）「
校
庭
世
界
」
は
、
小
学
生
時
代
の
記
憶
に
人
生
の
基
点
を
見
、

そ
れ
へ
の
自
虐
的
で
も
あ
る
愛
惜
（
哀
惜
）
を
、
あ
え
て
感
傷
を
排
し
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
な
視
覚
で
表
出
し
た
と
こ
ろ
が
、
新
鮮
。
血
縁
の
お
ぞ
ま
し
さ
も
、
共
有
世
界
へ
の

風
刺
も
、
効
果
的
に
抽
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
巻
く　

夜
」
の
よ
う
な
試
み
は
小
手
先

の
芸
と
な
り
や
す
い
が
、
や
は
り
若
さ
の
魅
力
は
否
み
が
た
い
。

　

江
口
久
路
「
父
を
掘
る
」
の
テ
ー
マ
は
、
か
な
り
使
い
ふ
る
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
よ

く
あ
る
反
抗
と
批
判
の
対
象
で
な
く
、
〈
父
〉
を
労
働
災
害
の
犠
牲
の
代
表
者
に
仕
立

て
、
そ
の
怨
み
つ
ら
み
を
〈
子
〉
の
意
志
と
し
て
引
受
け
た
と
こ
ろ
が
、
個
性
的
。「
魂

の
断
食
」
と
い
っ
た
、
古
風
で
解
り
に
く
い
表
現
も
あ
る
が
、
〈
父
の
時
代
〉
の
実
体

を
真
摯
に
問
い
つ
め
る
姿
勢
に
、
感
動
を
お
ぼ
え
た
。
第
五
回
の
優
秀
賞
を
え
た
「
母

が
舞
う
」
に
繋
が
る
必
然
性
が
あ
る
。

　

両
者
、
二
十
一
歳
と
五
十
三
歳
で
、
世
代
の
隔
差
も
お
も
し
ろ
い
が
、
し
か
し
確
実

に
共
に
す
ぐ
れ
た
表
現
者
で
あ
る
。
当
選
作
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

優
秀
賞
の
方
、
後
藤
順
「
忘
れ
蟹
」
に
は
、
日
常
の
匂
い
、
労
働
の
臭
さ
、
生
活
実

感
が
こ
と
ば
の
端
々
ま
で
か
ら
み
つ
き
、
そ
こ
か
ら
人
生
の
詩
が
滲
み
出
て
く
る
。

「
渡
る
記
憶
」
は
、
世
代
の
変
遷
が
ご
ま
か
し
よ
う
も
な
い
イ
メ
ー
ジ
に
造
型
さ
れ
て
、

見
事
。

　

榊
一
威
「
コ
ト
バ
剥
離
」
が
い
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
う
つ
ろ
さ
の
中
、
自
分

の
心
の
奥
に
〈
神
話
〉
を
創
出
す
る
、
そ
う
い
う
形
で
科
学
先
行
の
世
態
に
さ
か
ら
う

志
向
を
好
ま
し
く
思
っ
た
。

　

平
岡
靖
生
「
た
だ
い
ま　

人
類
」
に
も
拍
手
を
お
く
る
。
息
苦
し
い
今
日
の
社
会
相

を
く
ぐ
り
そ
の
核
心
に
的
確
に
触
れ
な
が
ら
、
新
し
い
〈
人
間
〉
を
求
め
る
思
い
が
う

ね
り
動
く
。
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
め
ま
ぐ
る
し
い
時
代
的
変
容
の
中
に
、
ホ
ン
モ
ノ
を

ひ
た
す
ら
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。
ぽ
ん
と
投
げ
こ
ま
れ
た
俳
句
め
い
た
詩
句

も
、
ユ
ニ
ー
ク
だ
。

　

優
秀
賞
は
、
あ
と
二
、
三
点
の
差
で
当
選
作
と
な
る
可
能
性
、
表
現
力
を
示
す
も

の
。
そ
の
差
は
、
や
は
り
作
者
の
情
熱
と
創
作
上
の
工
夫
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

奨
励
賞
へ
移
ろ
う
。
後
藤
敏
斤
「
マ
ス
ク
の
世
紀
」
が
い
い
。
状
況
へ
の
理
屈
付
け

が
（
そ
の
論
理
先
行
が
）
し
ば
し
ば
小
う
る
さ
く
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
説
明
に
と
ど

ま
ら
ぬ
フ
レ
ー
ズ
が
、
か
え
っ
て
音
楽
的
な
重
層
化
の
効
果
を
生
む
。「
鉄
の
マ
ス
ク
」

の
恐
怖
を
も
強
調
す
る
の
だ
。

　

川
原
歩
「
黎
明
の
黒
き
瞳
」
。
〈
馬
〉
に
な
り
き
っ
て
、
そ
の
瞳
に
人
間
世
界
の
虚

妄
を
う
つ
し
出
し
て
い
る
。
解
り
や
す
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
詩
だ
。

　

福
地
順
一
「
高
橋
竹
山
物
語
︱
津
軽
三
味
線
一
代
︱
」
。
こ
の
人
は
第
五
回
の
当
選

作
の
作
者
。
そ
の
と
き
か
ら
一
貫
し
て
、
津
軽
弁
で
書
い
て
い
る
。
津
軽
方
言
の
詩
人

は
、
高
木
恭
造
ほ
か
た
く
さ
ん
い
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
〈
個
性
〉
が
出
し
に
く
い
。

他
国
人
に
は
解
り
に
く
い
こ
と
、
そ
の
反
面
た
や
す
く
土
俗
性
が
出
せ
る
、
そ
う
い
う

厄
介
な
二
面
性
も
あ
る
。
そ
う
し
た
難
所
を
、
実
在
の
竹
山
の
伝
記
と
い
う
か
た
ち
で

巧
み
に
く
ぐ
り
ぬ
け
た
の
が
、
福
地
作
品
。
並
み
の
技
法
で
は
な
い
。

　

木
糸
ゆ
さ
「
鏡
」
。
第
五
回
の
優
秀
賞
受
賞
者
。
今
回
も
捨
て
が
た
い
輝
き
を
放
っ

て
い
る
。
人
間
の
〈
実
像
〉
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
の
追
求
。
不
自
然
な
表
記
が
か
え
っ

て
妙
な
効
果
を
生
む
。

　

福
田
の
ぞ
み
。
わ
た
し
は
「
感
覚
理
論
戦
争
」
を
採
る
。
題
名
は
大
げ
さ
で
固
す
ぎ

る
が
、
内
容
（
心
情
の
動
き
）
は
柔
軟
で
ふ
し
ぎ
な
美
し
さ
を
示
す
。
〈
ブ
ラ
ン
コ
〉

の
一
行
、
ミ
サ
イ
ル
と
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
結
び
つ
き
、
お
も
し
ろ
い
大
胆
な
感
性
。

　

船
橋
空
兎
「
魚
の
語
法
」
が
い
い
。
音
程
の
「
半
音
外
れ
」
た
よ
う
な
、
相
互
の
認

識
と
表
現
の
ズ
レ
︱
︱
そ
の
す
き
間
を
泳
ぐ
魚
た
ち
、
と
い
う
ま
こ
と
に
自
在
な
発
想
。

饒
舌
な
、
自
動
法
的
な
う
ま
み
。

　

ユ
リ
コ
ラ
ケ
プ
ト
ン
「
集
団
ダ
イ
エ
ッ
ト
」
。
第
五
回
の
現
代
詩
賞
当
選
者
と
い
う
。

豊
か
す
ぎ
る
わ
れ
わ
れ
の
食
環
境
、
そ
れ
は
つ
ま
り
欲
望
の
肥
大
化
で
、
そ
れ
に
対
す

る
ダ
イ
エ
ッ
ト
な
ど
と
い
う
行
為
の
お
ろ
か
し
さ
が
、
あ
ち
こ
ち
飛
び
散
っ
た
脂
と
汗

の
あ
さ
ま
し
い
模
様
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
抑
制
の
き
い
た
短
い
詩
句
の
中

に
、
し
っ
か
り
表
現
さ
れ
た
時
代
相
。

　

仁
科
修
治
「
如
月
」
。
わ
ざ
と
文
語
調
の
古
い
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
、
現
代
詩
へ
の

一
つ
の
抵
抗
体
と
な
っ
て
み
せ
た
、
そ
の
表
現
の
異
質
性
を
、
か
ん
た
ん
に
見
ず
に
す

ご
す
わ
け
に
は
、
い
か
な
い
。
そ
の
一
歩
先
に
、
何
か
出
て
き
そ
う
な
予
感
が
す
る
。

　

じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
独
自
性
の
発
揮
、
お
ど
ろ
く
べ
き
個
我
の
表
現
…
…
。
全
体
の

作
品
レ
ベ
ル
は
、
あ
る
種
の
商
業
誌
の
投
稿
欄
な
ど
よ
り
、
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
に
あ

る
と
思
っ
た
。
こ
の
賞
の
選
出
、
わ
た
し
は
初
め
て
の
体
験
だ
が
、
ひ
ど
く
疲
れ
た
。

疲
れ
さ
せ
る
要
素
が
、
た
の
も
し
い
。
前
衛
の
試
み
、
新
し
い
技
法
の
展
開
も
け
っ
こ

う
だ
が
、
何
よ
り
〈
感
動
〉
。
何
よ
り
必
要
な
衝
撃
を
こ
そ
。

選　評 第6回「文芸思潮」
　　　　現代詩賞

　
　
佳
作

「
モ
ノ
リ
ス
Ｔ
Ｏ
タ
ナ
ト
ス
」「
道
程
と
の
融
合
」
Ｐ
Ｅ

「
寒
花
」「
白
黒
詩
」「
開
花
」　　
　
　
　
　
　
　
　

夢
野
ホ
ト
リ

「
縁
取
る
眠
り
」「
永
遠
の
花
」「
黒
薔
薇
」　　
　

灰
根
子

「
空
蝉
」「
睡ね
む
り眠

」「
陶
酔
カ
タ
ル
シ
ス
」　　
　
　

ユ
ビ
キ
タ
ス

「
淪
」「
手
紙
」「
残
像
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
堂

「
態
は
愛
を
湿
す
」「『
制
御
』
と
い
う
僕
」　　
　

長
尾
め
ぐ
み

「
忘
却
の
た
め
の
詩
」「
湧
出
の
た
め
の
詩
」　　
　

織
和　

求

「
黒
揚
羽
」「
仔
犬
の
ぬ
い
ぐ
る
み
」「
朱
色
の
花
」　　

伊
藤
伸
太
朗

「
漂
流
」「
水
半
球
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
川
彩
子

「
青
の
時
代
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
野
理
子

「
画
家
ル
ソ
ー
」「
だ
ま
し
絵
」「
夜
桜
」　　
　
　

光
城
健
悦

「
死
は
待
っ
て
い
た
」「
艶
や
か
な
骨
」「
テ
ー
マ
づ
く
り
」
向
田
若
子

「de ja vu

」「
化あ
だ
し
の
つ
き

之
月
」「
孤
室
」　　
　
　
　
　
　

松
岡
希
草

「
装
わ
れ
た
愛
」「
針
千
本
」「
マ
ゾ
の
故
郷
は
サ
ド
の
御
胸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
条
由
美
子

「
無
念
の
矛
先
」「
浮
遊
散
歩
」「
毒
針
」　　
　
　

み
な
み
な
み

「
戒
律
」「
鬼
な
る
も
の
の
畸
形
に
関
す
る
解
体
書
」「
火
の
街
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
川
た
だ
し

しまおか　しん

1932 年高知県生まれ
　詩人　フランス文学者
　53　大野純らと「獏

ばく

」を
創刊　形而上学的な叙情詩
をめざす
　65「永久運動」で岡本弥
太賞
　99「乾杯」で小熊秀雄賞
　元立正大教授
著作に「嶋岡晨詩集」「現
代詩の魅力」小説「裏返し
の夜空」評論「詩とエロス
の冒険」翻訳に「エリュア
ール選集」などがある
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まつお　まゆみ

1961 年北海道生まれ
個人詩誌「ぷあぞん」発行「歴程」同
人
詩集『燭花』（思潮社）
詩集『密約―オブリガート』（思潮社）
で第 52 回Ｈ氏賞受賞
詩集は他に『揺籃期―メッザ・ヴォー
チェ』『彩管譜―コンチェルティーノ』
『睡濫』『不完全協和音 consonanza 
inperfetto』『雪のきらめき、火花の湿
度、消えゆく蕊のはるかな記憶を』（す
べて思潮社刊）などがある
アンソロジー『現代詩最前線』（北溟
社）『小野十三郎を読む』（思潮社）『短
篇集　夜』（驢馬出版）
Ｈ氏賞選考委員、北海道新聞文学賞（詩
部門）選考委員

　

個
性
を
活
か
し
て
詩
を
生
か
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
尾
真
由
美

　

今
回
、
こ
ち
ら
の
選
考
を
初
め
て
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
私
が
興
味
深
か
っ
た
の

は
、
応
募
作
の
年
齢
層
が
広
い
こ
と
と
、
ま
た
、
そ
の
十
代
か
ら
七
十
代
ま
で
の
書
き

手
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
合
わ
せ
た
持
ち
味
を
良
い
意
味
で
醸
し
出
し
て
い
た

こ
と
だ
っ
た
。
詩
的
実
験
も
詩
的
落
ち
着
き
も
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば

い
い
。
楽
し
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
作
品
も
数
多
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
全
体
を
俯

瞰
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
三
篇
の
作
品
ご
と
に
詩
形
を
変
え
て
み
る
応
募
作
が
意
外

に
多
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
詩
の
形
を
変
え

て
書
い
て
、
新
鮮
さ
を
感
じ
る
の
が
作
者
だ
け
だ
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
現
在
の
詩
の

状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
詩
の
形
の
実
験
は
な
さ
れ
つ
く
し
た
感
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の

で
新
し
さ
は
こ
ち
ら
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
詩
形
を
変
え
る
な
ら
変
え
る
な
り
の
必
然
性

を
作
品
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
を
繰
り
出
す
と
き
の
自
身
の
呼
吸
や
リ
ズ

ム
に
敏
感
に
な
れ
ば
、
安
易
に
詩
の
形
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
し
た

こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思
う
。

　

当
選
作
の
江
口
久
路
「
父
を
掘
る
」
は
無
駄
な
描
写
が
一
切
な
く
、
作
者
の
感
情
的

な
部
分
を
入
れ
な
い
こ
と
で
作
品
の
リ
ア
ル
感
を
増
し
て
い
る
。〝
父
〟
の
後
景
に
あ

る
も
の
へ
の
執
拗
な
探
求
が
、
否
定
も
肯
定
も
な
い
手
触
り
で
冷
静
に
行
な
わ
れ
て
、

詩
の
緊
張
感
を
持
続
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
言
葉
の
呼
吸
と
テ
ー
マ
が
歩
調
を
合

わ
せ
て
歩
ん
で
い
く
様
態
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
重
た
い
表
象
が
問
題
意
識
の
深
さ
に
つ

な
が
り
、読
者
に
説
得
力
を
持
つ
。テ
ー
マ
と
も
ど
も
堅
い
詩
と
い
う
印
象
が
残
る
が
、

実
際
に
は
色
彩
の
対
比
な
ど
も
表
さ
れ
、
詩
と
し
て
の
表
現
と
い
う
も
の
に
作
者
は
か

な
り
意
識
的
だ
と
思
わ
れ
た
。
詩
に
お
け
る
対
象
へ
の
知
的
掘
削
が
成
功
し
て
い
て
、

理
屈
抜
き
で
胸
に
迫
る
一
作
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
人
の
当
選
作
者
は
二
十
一
歳
の
学
生
、
ア
ン
阿
部
で
あ
る
。
若
々

し
い
感
性
が
長
所
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
、
詩
の
身
体
を
素
直
に
開
い
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
。
自
身
の
興
味
や
関
心
の
行
く
と
こ
ろ
を
、
ま
っ
す
ぐ
に
詩
の
好
機
と
し

て
掴
ん
で
い
る
。
阿
部
の
作
品
は
、
言
葉
の
運
動
に
無
理
が
な
く
、
情
景
は
実
感
的
な

も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
浮
薄
さ
は
な
い
。
作
品
「
巻
く　

夜
」
は
言
葉
の
音
と
と
も
に
主

体
が
言
葉
を
発
し
て
い
く
様
子
が
良
い
。
言
葉
と
の
一
体
感
が
あ
る
。
視
覚
的
な
も
の

と
身
体
的
な
も
の
の
交
差
が
詩
の
世
界
を
広
げ
て
い
る
。
詩
の
行
為
が
作
者
の
感
性
を

広
げ
る
か
ら
こ
そ
、
散
逸
し
た
意
識
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
を
詩
の
言
葉
で
集
め
直

そ
う
と
す
る
所
作
を
感
じ
さ
せ
る
。
言
葉
の
運
動
性
に
無
理
が
な
い
の
は
こ
う
し
た
理

由
も
あ
る
。
書
き
込
め
ば
、
も
っ
と
世
界
は
広
が
り
を
持
つ
。
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待

す
る
。

　

当
選
が
二
人
に
な
っ
た
が
、
優
秀
賞
は
三
人
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
ず
、
平
岡
靖
生
の

「
ひ
か
る
は
る
は
ち
」。
応
募
作
三
作
の
中
で
こ
の
作
品
が
一
番
作
者
は
距
離
を
置
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
平
岡
の
場
合
は
、
作
者
と
作
品
の
主
体
が
近
す
ぎ

る
と
詩
的
感
興
が
沸
き
立
っ
て
来
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
作
者
が
一
歩
退
い
た
余
裕
を

見
せ
る
「
ひ
か
る
は
る
は
ち
」
の
方
が
、
読
者
に
詩
の
心
地
良
さ
を
与
え
て
く
れ
る
。

平
岡
は
文
学
的
素
養
が
充
分
に
あ
る
。
そ
う
し
た
自
身
の
良
質
な
部
分
を
詩
に
活
用
す

べ
き
だ
ろ
う
。
作
品
は
い
ろ
い
ろ
な
手
法
が
う
ま
く
合
致
し
て
い
て
、
読
ん
で
い
て
爽

快
感
が
あ
っ
た
。
一
行
の
挿
入
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
詩
的
遊
戯
と
詩
的
感
性

が
混
じ
り
合
い
、
こ
の
作
者
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
独
特
な
味
わ
い
を
齎
し
て

い
る
。

　

後
藤
順
の
詩
は
地
に
足
が
つ
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
た
せ
る
が
、
そ
れ
は
、
自

身
の
血
の
歴
史
を
自
己
の
認
識
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
主
体
の
目
的
意
識
が
明
確
で
あ

る
た
め
で
あ
る
。
作
品
「
忘
れ
蟹
」
は
行
商
の
女
た
ち
の
情
景
か
ら
、
連
を
追
う
ご
と

に
し
っ
か
り
と
し
た
場
面
展
開
が
見
ら
れ
、
母
親
の
生
き
ざ
ま
が
抽
出
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
母
の
周
り
に
は
死
ん
だ
父
や
兄
が
い
る
。
母
と
い
う
象
徴
が
家
族
を
浮
き
上

が
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
作
者
が
追
い
求
め
て
い
る
の
は
現
在
の
作
者
に
お
け
る
家
族
た

ち
の
像
で
あ
り
、
詩
に
よ
っ
て
真
摯
に
そ
れ
を
昇
華
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
者
の
感

動
を
呼
ぶ
。

　

榊
一
威
の
作
品
は
読
点
の
使
い
方
に
独
自
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
言
葉
の
流
れ
に

拍
を
つ
く
る
。
詩
の
呼
吸
が
そ
れ
に
伴
い
、
こ
の
方
法
は
ひ
と
ま
ず
成
功
し
て
い
る
。

榊
の
個
性
と
し
て
作
品
に
安
定
感
さ
え
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
「
ゆ
が
む

視
界
」は〝
ぼ
く
〟と〝
キ
ミ
〟の
儚
い
関
係
性
が
、作
品
世
界
の
不
安
感
と
一
体
と
な
っ

て
い
て
、
ゆ
が
む
視
界
を
あ
わ
く
象
る
。
会
話
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
不
安
さ

や
不
穏
さ
が
や
さ
し
く
語
ら
れ
、
こ
こ
に
終
わ
れ
な
い
歪
み
の
救
い
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

奨
励
賞
は
十
人
の
方
が
受
賞
し
た
。
木
糸
ゆ
さ
の
「4.0

×3.0

」
は
ひ
ら
が
な
が
効

果
的
に
使
わ
れ
、
表
象
の
柔
ら
か
さ
の
中
に
真
実
が
入
っ
て
い
る
感
触
を
受
け
る
。
主

体
の
動
態
が
言
葉
の
動
き
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
詩
は
簡
単

に
は
書
け
な
い
。
こ
の
作
者
は
詩
の
方
向
性
を
決
め
て
集
中
的
に
詩
作
に
向
か
っ
た
方

が
い
い
。

　

舟
橋
空
兎
の
「
蝶
の
水
葬
」
は
上
質
な
抒
情
を
感
じ
さ
せ
、
あ
る
程
度
の
完
成
度
も

あ
る
。
だ
が
、こ
の
分
量
の
作
品
に
し
て
は
〝
夢
〟
と
い
う
言
葉
を
使
い
す
ぎ
る
。
一
連

目
は
と
も
か
く
、
も
と
も
と
夢
の
よ
う
な
話
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
夢
と
い
う
言
葉
を
使

わ
ず
に
表
現
し
て
み
る
こ
と
が
作
品
に
破
れ
目
を
作
る
。
そ
の
次
の
段
階
が
見
え
て
く

る
は
ず
だ
。

　

フ
ク
ダ
ノ
ゾ
ミ
の「
冬
の
再
生
」。
作
者
は
個
人
の
感
概
や
思
考
か
ら
抜
け
だ
し
て
、

大
き
な
世
界
を
求
め
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
志
向
性
に
は
共
感
で
き
る
。
だ
が
、
重
要

な
役
割
を
負
う
〝
き
み
〟
に
く
っ
き
り
と
し
た
像
が
な
い
。
そ
の
た
め
、作
品
に
説
得
力

が
欠
け
る
。
詩
人
は
言
葉
が
先
に
来
る
も
の
だ
が
、
安
易
に
言
葉
を
置
か
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
ま
た
、河
原
歩
の
「
伸
長
」
の
丁
寧
な
描
写
に
好
感
が
持
て
た
。

福
地
順
一
の
「
高
橋
竹
山
物
語
」
は
方
言
に
よ
る
三
味
線
（
音
楽
家
）
一
代
記
と
し
て

読
み
応
え
が
あ
っ
た
。

　

詩
は
言
葉
に
対
す
る
感
性
や
感
覚
が
大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
適
当
さ
と
は

違
う
。
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ
た
詩
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
頭
で
は
な
く
身

体
に
言
葉
の
運
動
性
を
覚
え
込
ま
せ
る
こ
と
だ
。
と
に
か
く
、
書
く
こ
と
。
そ
し
て
、

好
み
の
詩
だ
け
で
は
な
く
沢
山
の
詩
を
読
む
こ
と
。
自
身
の
発
展
は
そ
こ
に
し
か
な

い
。

いがらし　つとむ

1949　山梨県生まれ
　79「流

る た く

謫の島」で群像　
　　新人長編小説賞受賞
　98「緑の手紙」で読売　
　　新聞・NTT プリン　
　　テック主催第 1 回イ　
　　ンターネット文芸新
　　人賞最優秀賞受賞
2002「鉄の光」で健友館
　　文学賞受賞

「
言こ

と
だ
ま霊

の
響
き
」
が
な
い

　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
　
勉
　

　

今
回
の
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、「
該
当
作
な
し
」
と
い
う
感
想
を
持
っ
て
臨
ん
だ
。

文
芸
思
潮
が
期
待
す
る
「
天
を
射
抜
く
鮮
烈
な
言
葉
」「
水
晶
の
よ
う
に
輝
く
言
葉
の

結
晶
」「
流
麗
な
音
韻
の
調
べ
」「
言こ
と
だ
ま霊
の
響
き
」
は
、
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た

い
レ
ベ
ル
と
し
て
は
あ
ま
り
強
く
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

記
号
や
新
表
記
を
用
い
た
一
見
新
し
そ
う
な
技
法
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
新
し
そ
う

な
素
振
り
に
終
始
し
て
い
て
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
現
代
の
苦
悩
や
叫
び
の
内
質
は
感

じ
取
れ
な
か
っ
た
。
い
く
ら
新
奇
な
表
現
を
取
ろ
う
と
、
真
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
包
し

て
い
な
け
れ
ば
、
空
疎
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
。
こ
の
程
度
の
内
質
で
詩
を
作

ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
、疑
い
た
く
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
。見
方
が
お
も
し
ろ
く
、

視
点
や
発
見
が
目
新
し
く
て
も
、
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
た
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
熱
や

発
光
の
実
質
が
な
け
れ
ば
詩
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
若
い
世
代
の

作
品
に
脆
弱
な
詩
作
品
が
目
立
っ
た
。
今
回
賞
金
が
ア
ッ
プ
し
た
が
、
作
品
の
質
は
む

し
ろ
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。
も
と
も
と
詩
作
品
に
、
賞
金
を
贈
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

詩
を
汚
す
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
真
の
栄
誉
は
数
字
で
は
置
き
換
え
ら
れ
な

第6回「文芸思潮」
　　　　現代詩賞選　評
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選　評
第6回「文芸思潮」
　　　　現代詩賞

選考会風景　右より、松尾真由美、嶋岡晨、五十嵐勉の各選考委員

い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
萩
原
朔
太
郎
は
自

分
の
詩
作
品
を
け
っ
し
て
原
稿
料
な
ど
と
引
き
換
え
に
し
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
詩

と
し
て
の
言
葉
は
、
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
の
重
み
や
純
粋
な
も
の
が
宿
っ
て
い
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。

　

生
き
る
こ
と
に
対
し
て
、
宇
宙
を
含
め
た
こ
の
世
界
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、

も
っ
と
言
い
た
い
こ
と
、
斬
り
つ
け
た
い
こ
と
、
突
き
破
り
た
い
こ
と
は
な
い
の
か
、

根
本
的
な
人
間
と
し
て
の
反
抗
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
乏
し
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か

っ
た
。
無
論
耐
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
る
詩
も
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
ま
ず
言
葉
が
突
き
破
ら
な
く
て
何
が
突
き
破
れ
る
の
か
、
み
な
状
況
に
飼

い
馴
ら
さ
れ
、
牙
を
丸
め
ら
れ
て
い
る
印
象
が
否
め
な
い
。
上
位
の
作
品
に
対
し
て
、

特
に
そ
の
不
満
が
大
き
く
残
っ
た
。

　

今
回
の
当
選
作
で
も
、
そ
の
意
味
で
真
に
私
が
期
待
し
た
も
の
は
な
い
。
ア
ン
阿
部

氏
の
「
空
／
」
や
「
校
庭
世
界
」
は
、
／
記
号
を
使
っ
た
技
巧
や
校
庭
に
埋
も
れ
て
い

る
時
間
や
生
存
を
掘
り
起
こ
す
思
い
つ
き
の
よ
さ
と
い
う
点
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
時
間
や
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
の
な
ら
、
戦
争
中
の

死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
戦
国
時
代
の
首
切
り
場
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
、
時
間
や
地
獄
の
重
層
を
見
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
身
辺
や
身
体
的
な
も

の
に
留
ま
っ
て
い
る
想
像
力
で
は
、
時
代
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
、
他
の
作
品
に
比
べ
て
広
が
り
や
の
び
や
か
さ
を
感
じ
た
と
い
う
点
が
評
価
で
き

る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
「
巻
く　

夜
」
の
ほ
う
に
可
能
性
を
感
じ
、
若
さ
に
今
後
を

期
待
し
た
。

　

江
口
久
路
氏
の
「
父
を
掘
る
」
は
、
古
風
な
表
現
の
中
に
、
過
去
へ
の
執
着
が
文
字

通
り
「
掘
り
下
げ
る
」
執
念
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
世
界
が
開
か
れ
て
い

る
と
は
思
っ
た
。
し
か
し
読
み
返
し
て
み
て
、
そ
の
造
形
が
新
た
な
父
の
像
を
構
築
し

え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
既
視
感
が
つ
き
ま
と
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

今
回
評
価
で
き
る
の
は
、
前
回
母
親
を
描
い
て
「
母
が
舞
う
」
の
構
造
的
掘
り
下
げ
と

呼
応
す
る
姿
を
持
ち
、「
父
を
掘
る
」
と
の
二
篇
で
、
一
対
の
詩
と
し
て
確
か
に
立
っ

て
い
る
と
い
う
存
立
感
は
動
か
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
前
回
の
も
の
を
も
含
め
た

二
篇
に
よ
っ
て
こ
れ
を
評
価
し
た
。

　

肉
親
へ
の
遡
及
と
い
う
点
で
は
、
優
秀
賞
の
「
忘
れ
蟹
」（
後
藤
順
）
も
同
じ
よ
う

な
立
脚
点
を
持
っ
て
い
る
。
一
昔
前
の
行
商
を
思
わ
せ
る
労
苦
と
郷
愁
と
、
母
へ
の
思

慕
が
、
味
わ
い
深
く
滲
み
出
て
い
る
。
地
味
だ
が
、
染
み
通
っ
て
く
る
懐
情
は
、
肺
腑

に
届
く
。

　

平
岡
靖
生
氏
の
「
地
球
脳
賛
歌
」「
ひ
か
る
は
る
は
ち
」「
た
だ
い
ま　

人
類
」
は
、

不
思
議
な
明
る
さ
が
つ
き
ま
と
う
詩
風
に
興
味
を
持
っ
た
。
地
球
の
滅
亡
と
か
、
人
類

の
滅
亡
と
か
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
見
つ
め
な
が
ら
明
る
く
歌
っ
て
い
る
、
突
き
放
し
た

謳
歌
が
奇
妙
な
白
っ
ぽ
い
色
調
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
が
何
な
の
か
、
た
だ
の
楽
天

性
で
は
な
い
、
む
し
ろ
死
と
紙
一
重
の
何
か
を
く
ぐ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
光
ら

し
い
点
に
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
。

　

奨
励
賞
の
ユ
リ
コ
ラ
ケ
プ
ト
ン
氏
は
昨
年
の
当
選
作
が
パ
ワ
フ
ル
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
今
年
は
迫
力
に
欠
け
た
。「
ジ
ェ
ル
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
出
来
た
君
の
微
笑
み
と
悲
し

み
の
肉か
ら
だ体
」
が
選
考
会
で
も
最
も
評
価
が
高
か
っ
た
が
、「
ア
ア
ア
ア
…
…
」
と
い
う

擬
態
語
が
、
よ
く
使
わ
れ
る
技
巧
な
の
で
、
俗
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
、
ま

た
「
ジ
ェ
ル
メ
デ
ィ
ウ
ム
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
な
ど
で
評
価
を
大
き

く
下
げ
た
。
新
し
い
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
ユ
リ
コ
ラ
ケ
プ
ト
ン
」
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
せ

っ
か
く
昨
年
当
選
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
変
え
る
必
要

が
あ
る
の
か
、
姿
勢
に
も
弱
さ
が
出
て
い
る
気
が
し
て
残
念
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
年
配
の
詩
人
に
共
感
を
深
く
し
た
。
仁
科
修
治
氏
の
「
一
月
」「
如
月
」
は
、

死
を
し
っ
か
り
見
据
え
、
そ
の
前
に
横
た
わ
る
虚
空
を
冬
の
風
土
に
重
ね
て
、
鋭
く
斬

り
取
っ
て
い
る
、
氷
の
輝
き
を
帯
び
た
凛
然
と
し
た
詩
で
あ
る
。
韻
律
も
よ
く
、
調
べ

も
豊
か
で
あ
る
。
一
環
し
た
骨
脈
が
あ
る
。
私
は
こ
の「
如
月
」と
清
水
一
美
氏
の「
源

流
」
に
最
も
高
い
得
点
を
与
え
た
。

「
源
流
」
も
、
一
作
品
で
勝
負
す
る
気
概
の
込
め
ら
れ
た
力
作
で
、
そ
の
言
葉
に
込
め

ら
れ
た
詩
魂
は
、並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
て
確
か
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。「
如
月
」

と
同
様
の
骨
脈
が
あ
る
。
途
中
「
で
す
」
と
か
「
申
し
ま
す
」
と
か
で
終
わ
っ
て
い
る

部
分
が
強
さ
を
損
ね
て
し
ま
っ
て
、
調
子
を
弱
め
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
全
体

の
構
成
を
さ
ら
に
考
え
て
、
後
半
を
も
っ
と
構
造
も
加
え
て
調
べ
を
高
め
て
い
け
ば
、

規
模
の
大
き
な
深
い
詩
と
し
て
成
立
し
う
る
だ
ろ
う
。
表
現
す
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

　

佳
作
の
中
で
は
「
寒
花
」「
白
黒
詩
」（
夢
野
ホ
ト
リ
）
の
ル
ビ
を
多
用
し
た
表
現
に

お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
た
。
う
る
さ
く
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
な
使
い
方
を
編
み
出
せ
ば

一
つ
の
可
能
性
た
り
う
る
。
言
葉
遊
び
で
は
な
く
、
魂
を
込
め
る
方
向
に
徹
底
し
て
い

け
ば
、
一
つ
の
方
法
を
開
拓
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

「de ja vu

」「
化あ
だ
し
の
つ
き

之
月
」「
孤
室
」（
松
岡
希
草
）
も
言
葉
の
使
い
方
に
思
い
切
り
の

よ
さ
が
感
じ
ら
れ
て
、
姿
勢
と
努
力
に
よ
っ
て
は
、
何
か
に
化
け
そ
う
で
も
あ
る
。

　

こ
の
世
に
は
様
々
な
常
識
と
法
則
と
が
あ
る
。
物
体
は
下
に
落
ち
る
と
い
う
物
理
法

則
は
変
え
ら
れ
な
い
。
光
は
直
進
す
る
と
い
う
法
則
も
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
真
に
力
の
あ
る
言
葉
は
こ
れ
ら
の
物
理
法
則
を
も
破
る
。
光
を
本
気
で
曲
げ
よ
う
と

思
う
と
こ
ろ
に
言
葉
の
真
の
力
が
あ
る
。
次
回
は
ぜ
ひ
こ
う
い
う
真
の
自
由
を
得
た
言

葉
に
出
会
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。


