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賞
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賞

石
井
和
子	

　（
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
）

新
井
巳
喜
雄
　（
埼
玉
県
児
玉
郡
）

渡
良
瀬
愛
子
　（
千
葉
県
柏
市
）

南
雲
和
代	

　（
東
京
都
北
区
）

佐
山
広
平
　
　
　（
愛
知
県
春
日
井
市
）

風
間
洋
平	

　
　
　
　
　（
新
潟
県
新
潟
市
）

東
家
芳
寛
　
　
　（
佐
賀
県
佐
賀
市
）

野
葛
間	

　
　

　（
長
野
県
上
田
市
）

平
尾
三
枝
子	

（
岡
山
県
岡
山
市
）

葵
井
禎
子	

　
　
　（
京
都
府
京
都
市
）

緋
沙
　
　
　	

（
沖
縄
県
八
重
山
郡
）

武
藤
蓑
子	

　
　
　（
東
京
都
多
摩
市
）

華
央
子	

　
　
　（
北
海
道
茅
部
郡
）

室
町
　
眞	

　
　
　（
東
京
都
町
田
市
）

竹
浪
和
夫		

（
青
森
県
む
つ
市
）

熊
倉
ア
ン
ナ	

（
東
京
都
世
田
谷
区
）

　

第
四
回
「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
に
御
応
募
く
だ
さ
り
、
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
三
九
名
七
八
首
と
少
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
日
本
の
伝
統
に
則
っ
た
自
然
と
人
生
と
に
和
し
た
叙

情
歌
と
し
て
の
短
歌
は
深
み
が
感
じ
ら
れ
、
期
待
に
大
い
に
応
え
て

い
た
だ
い
て
い
る
印
象
を
抱
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
代
の
短
歌
は
大
手
の
新
聞
や
商
業
短
歌
誌
な
ど
を
見
て
も
、
荒

廃
の
う
ち
に
あ
り
、
正
岡
子
規
が
提
唱
し
た
近
代
短
歌
か
ら
離
れ
て

言
葉
や
観
念
の
遊
び
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る

べ
く
、
こ
の
短
歌
賞
を
始
め
ま
し
た
が
、
応
募
作
品
の
中
に
は
、
今

回
も
真
の
短
歌
精
神
が
生
き
生
き
と
漲
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
今
回
は
前
回
に
続
い
て
最
優
秀
賞

は
該
当
作
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
息
吹
の
う
ち
に
ま
た
優

れ
た
歌
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
次
回
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

集
ま
っ
た
応
募
作
の
中
か
ら
、
ま
ず
予
選
担
当
に
よ
っ
て
第
一
次
、

第
二
次
、
第
三
次
の
選
考
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
通
過
し
た
作
品

を
対
象
に
、
五
月
六
日
、
福
田
淑
子
、
五
十
嵐
勉
の
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
。

　

第
五
回
「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
は
、
明
年
も
今
年
と
ほ
ぼ
同
じ
要

領
で
募
集
を
行
な
う
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
奮
っ
て
御
応
募
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
（「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
選
考
委
員
会
／
文
芸
思
潮
）
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選
評
選
評

第4回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

　
　

結
晶
力
不
足

　

五
十
嵐
　
勉
　

　

第
四
回
の
短
歌
賞
は
、
前
回
に
続
い
て
最
優
秀
賞
が
出
な
い
結
果

に
な
っ
た
。「
深
い
思
い
と
叙
景
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
天
に
届
く

よ
う
な
昇
華
を
見
せ
て
い
る
名
歌
」
を
一
方
で
期
待
し
つ
つ
、
ま
た

一
方
で
、
秀
歌
・
名
歌
は
、
そ
う
簡
単
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
が
、
全
体
に
層
が
厚
く
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
実
感
で
き
た
。
ほ
と
ん
ど
が
三
次
予
選
以
上
の
レ
ベ

ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

二
年
連
続
で
最
も
最
優
秀
賞
に
近
か
っ
た
歌
は
石
井
和
子
氏
の
二

首
で
あ
る
。

「
息
づ
き
て
村
雨
は
し
る
山や

ま
か
ひ峡

を
ひ
と
り
の
生
は
ま
ぼ
ろ
し
に
過

ぐ
」

　
上
の
句
は
、
自
然
の
動
き
の
あ
る
描
写
が
調
べ
と
と
も
に
生
き
て

い
て
素
晴
ら
し
い
の
だ
が
、
後
半
が
抽
象
、
観
念
に
流
れ
過
ぎ
て
い

て
結
像
の
緊
密
性
が
や
や
欠
け
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。「
ひ
と
り
の

生
は
」
は
一
般
的
過
ぎ
る
。
言
い
た
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
し
、
そ

の
内
容
の
深
さ
も
確
か
に
響
い
て
く
る
の
だ
が
、
後
半
も
具
体
的
な

自
然
描
写
の
中
に
結
晶
さ
せ
れ
ば
、
秀
歌
の
高
さ
を
得
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
九
十
歳
と
い
う
年
齢
で
こ
の
自
然
か
ら
の
感
受
性
は
、
卓
越

し
た
も
の
を
感
じ
る
。
も
う
一
つ
磨
き
上
げ
る
象
徴
の
高
さ
を
得
た

ら
、
素
晴
ら
し
い
歌
群
が
咲
き
こ
ぼ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

同
じ
く
優
秀
賞
の
渡
良
瀬
愛
子
氏
の

「
紫れ

ん

げ
雲
英
田
の
風
に
従
ふ
花
の
笑
み
鋤
き
込
ま
れ
ゆ
く
今
朝
の
宿さ
だ
め命

に
」

　

も
、
耕
す
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
命
を
失
っ
て
い
く
宿
命
の
前
で
の

花
の
揺
ら
ぎ
が
深
み
を
添
え
て
い
る
が
、
ル
ビ
の
多
用
が
作
り
過
ぎ

て
い
る
煩う

る
ささ
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
惜
し
ま
れ
た
。
ま
た
「
紫
雲
英
」

を
「
れ
ん
げ
」
と
読
ま
せ
る
そ
の
必
然
性
も
、
伝
わ
り
に
く
い
も
の

が
あ
る
。

　

も
う
一
首

「
透
き
と
ほ
る
山さ

ん
か
よ
う

荷
葉
と
う
花
に
遇
ふ
母
と
は
ぐ
れ
し
霧
の
山
道

に
」
は
趣
き
が
あ
っ
て
、
前
の
歌
よ
り
も
強
引
さ
は
溶
け
て
い
る
。

「
山
荷
葉
」
と
い
う
花
は
白
い
可
愛
い
ら
し
い
花
で
、
雨
に
濡
れ
る

と
そ
の
花
び
ら
が
透
明
に
な
る
性
質
が
あ
り
、
こ
れ
が
母
が
見
え
な

く
な
っ
た
こ
と
や
霧
と
絡
め
て
、
趣
き
の
重
奏
を
深
め
て
い
る
。
た

だ
、
よ
く
考
え
、
思
い
を
巡
ら
せ
な
い
と
立
ち
上
が
っ
て
こ
な
い
点

が
、
弱
点
と
言
え
る
。
年
々
歌
が
深
み
を
得
て
い
る
こ
と
が
進
歩
を

感
じ
さ
せ
る
。

　

優
秀
賞
二
回
目
の
新
井
巳
喜
雄
氏
は
、
捨
て
ら
れ
た
集
落
の
姿
を

描
く
短
歌
に
一
定
の
傾
向
を
表
し
て
、
今
回
も
そ
の
世
界
を
謳
っ
て

き
た
。

選評選評

「
金
魚
の
み
空
き
家
の
池
を
泳
ぎ
た
り
懸
樋
の
滴
響
く
水
面
を
」

　

廃
屋
の
侘
し
さ
と
静
け
さ
は
よ
く
出
て
い
て
、
人
の
世
の
無
常
は

伝
わ
っ
て
く
る
が
、
い
つ
も
同
じ
テ
ー
マ
や
題
材
だ
と
、
や
や
食
傷

気
味
に
な
る
の
で
、
少
し
は
方
向
を
転
じ
て
み
る
こ
と
も
歌
の
世
界

を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
題
材
を
続
け
る
と
な

る
と
、
哲
学
の
よ
り
深
い
掘
削
力
が
必
要
と
な
る
。
次
回
を
期
待
し

た
い
。

　

南
雲
和
代
氏
の
作
は
副
題
に
「
新
潟
水
俣
病
」
と
あ
る
の
で
、
そ

れ
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
阿
賀
野
川
下
り
し
船
無
く
ふ
ぶ
く
雪
シ
ベ
リ
ア
よ
り
の
白
鳥
飛
来

す
」

　

冬
の
吹
雪
の
世
界
に
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
白
鳥
が
い
っ
そ
う
荒
涼
と

し
た
気
配
を
醸
し
て
、
一
つ
の
世
界
を
確
か
に
立
ち
上
げ
て
く
る
。

た
だ
、
そ
れ
が
ど
う
新
潟
水
俣
病
と
結
び
つ
く
の
か
は
、
は
っ
き
り

し
な
い
。
雰
囲
気
は
あ
る
が
、
焦
点
に
欠
け
る
。

　

惜
し
く
も
奨
励
賞
に
留
ま
っ
た
が
、
佐
山
広
平
氏
の

「
青
春
の
掌て

に
刻
ま
れ
し
女ひ
と

の
影
悲
し
み
は
遠
く
彼
岸
花
散
る
」

　

に
つ
い
て
は
、
私
の
評
価
は
高
か
っ
た
。
順
序
を
少
し
入
れ
替
え

さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
青
春
へ
の
哀
惜
は
、
人
生
へ
の
哀
惜
と
な
っ

て
い
る
。「
彼
岸
花
散
る
」
の
結
語
は
見
事
で
あ
る
。
佐
山
氏
に
は

こ
う
い
う
歌
を
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

　

奨
励
賞
の
風
間
洋
平
氏
も
陰
影
の
深
い
老
年
の
悲
哀
を
造
形
し
て

い
る
。

「
夜
半
に
起
き
不
随
の
妻
の
用
足
し
を
見
守
り
終
へ
て
虫
の
音
を
聴
く
」

「
誕
生
日
の
吾
に
夕ゆ
ふ
げ餉
を
寿
こ
と
ほぎ
し
妻
は
ま
も
な
く
施
設
へ
行
き
ぬ
」

　

こ
の
連
作
は
、
二
つ
に
よ
っ
て
互
い
を
よ
り
立
体
的
に
立
ち
上
が

ら
せ
、
老
年
の
愛
情
空
間
の
宿
命
を
響
き
合
わ
せ
る
一
つ
の
世
の
姿

を
切
り
取
っ
て
い
る
。

　

東
家
芳
寛
氏
の
「
雀
の
涙
」
は
、
自
己
の
も
は
や
避
け
る
こ
と
の

で
き
な
い
病
を
、
雀
の
涙
に
託
し
て
、
そ
の
悲
し
み
を
歌
う
詠
嘆
は
、

真
っ
直
ぐ
迫
っ
て
く
る
。

「
啼
き
に
け
る
雀
の
涙
落
ち
つ
ら
む
我
の
病
の
不
治
な
り
し
ゆ
え
」

は
、
そ
の
内
側
に
抑
え
て
い
る
悲
嘆
が
凝
縮
さ
れ
、
一
つ
の
結
晶
に

ま
で
高
ま
っ
て
雀
の
涙
を
光
ら
せ
て
く
る
。
雀
に
託
す
こ
と
に
よ
っ

て
命
の
尊
さ
を
歌
い
上
げ
る
詠
嘆
は
、
普
遍
的
な
力
と
し
て
広
が
っ

て
い
く
。

　

野
葛
間
氏
の

「
痩
身
の
君
が
こ
ほ
れ
る
み
づ
う
み
を
試
歩
な
す
ご
と
し
夜
の
病

棟
」　

　

は
、
病
院
で
の
深
夜
の
歩
行
の
危
う
さ
を
む
し
ろ
比
喩
の
世
界
を

拡
大
し
て
儚
さ
を
露
出
さ
せ
た
プ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
、
分
光
展
開
に

妙
が
あ
る
。

　

同
じ
病
院
で
の
ド
ラ
マ
を
歌
っ
た
も
の
に
、
平
尾
三
枝
子
氏
の

「
告
げ
ら
れ
し
夫
の
病
名
反
芻
し
呑
み
込
む
ま
で
を
指
先
み
つ
む
」

　

が
あ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
描
写
は
、
迫
っ
て
き
て
、
重
み
が

あ
る
。
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第4回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

五十嵐　勉
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
　15 より歌人越山しづかの勧
めで短歌誌「美知思波」入会

　

ま
た
老
後
の
苦
衷
を
乗
せ
た
も
の
に
も
い
い
作
か
あ
り
、
竹
浪
和

夫
氏
の

「
妻
病
め
ば
途
方
に
く
れ
て
菜
を
刻
む
厨

く
り
や

に
わ
れ
は
背
を
丸
く
し

て
」

　

も
、普
段
は
台
所
に
立
っ
た
こ
と
も
な
い
男
性
が
、妻
の
病
に
よ
っ

て
あ
ら
た
め
て
妻
の
立
場
に
立
た
さ
れ
身
の
行
末
を
想
う
当
惑
が
よ

く
出
て
い
て
、
生
活
感
が
匂
っ
て
い
る
。

　

回
顧
の
領
域
も
、
老
年
で
は
豊
か
さ
を
増
し
て
く
る
。

「
旧
友
の
次
々
に
逝
き
老
沼
で
“
水
切
り
”
す
れ
ど
石
は
弾
ま
ず
」

　

室
町
眞
氏
は
、
小
説
で
は
銀
華
文
学
賞
の
優
秀
賞
を
受
賞
し
て
居

る
実
力
者
で
、
そ
れ
な
り
に
過
去
へ
の
思
い
は
表
出
さ
れ
て
い
る
が
、

「
老
沼
」
と
い
う
言
い
方
に
や
や
作
為
の
固
さ
が
あ
り
、
現
実
と
溶

け
合
っ
て
い
な
い
流
れ
の
ぎ
こ
ち
な
さ
が
あ
る
。

「
学
び
舎
に
響
き
し
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
は
耳
孔
の
奥
に
葬
り
去
ら

れ
」
も
、
む
し
ろ
耳
の
奥
に
時
と
し
て
鳴
り
響
い
て
く
る
方
が
、
回

顧
の
意
味
が
深
く
な
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
青
春
の
意
味
を
鋭
く
問
い

つ
つ
表
現
を
磨
い
て
い
け
ば
、
光
を
増
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

少
し
直
せ
ば
さ
ら
に
よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
想
わ
れ
る
も
の
も
多

か
っ
た
。
む
し
ろ
改
作
を
期
待
し
て
奨
励
賞
と
し
た
経
緯
も
あ
る
。

　

武
藤
蓑
子
氏
の

「
覚
め
て
な
ほ
あ
り
あ
り
と
し
て
故
郷
の
螻け

ら蛄
の
鳴
く
野
の
夢
か
ら

出
ら
れ
ず
」
は
、
深
奥
に
眠
る
故
郷
の
地
が
現
在
に
湧
出
し
て
く
る

生
き
て
居
る
過
去
の
生
々
し
さ
が
よ
く
出
て
い
る
が
、「
覚
め
て
な

三
井
瑛
子

岡
田
美
幸

陶
久
　
要

柊
　
二
郎

岩
谷
隆
司

海
神
瑠
珂

高
橋
　
良

宮
脇
す
み
れ

川
名
　
滓

三
ッ
木
健

械
冬
弱
虫

南
　
大
希

上
野
卓
男

佳
作
佳
作

ほ
あ
り
あ
り
と
し
て
」
と
「
夢
か
ら
出
ら
れ
ず
」
は
重
複
し
て
い
る
。

　

華
央
子
氏
の

「
草
萌
の
光
る
小
径
を
行
く
吾
に
枝
の
子
栗
鼠
の
す
る
り
と
去
り

ぬ
」
は
、
全
体
的
に
雰
囲
気
は
あ
る
が
、
何
を
歌
い
た
い
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
。
前
半
は
い
い
が
、後
半
に
決
め
が
な
い
。「
子
栗
鼠
」

は
「
小
栗
鼠
」
か
。「
す
る
り
と
」
は
お
も
し
ろ
い
が
、
そ
れ
に
奪

わ
れ
て
、小
径
の
静
寂
を
表
し
た
い
の
か
、焦
点
が
結
ば
な
く
な
っ
た
。

「
岩
穴
の
即
身
仏
の
御
前
に
雫
の
音
色
は
ら
わ
た
に
染
む
」

　

と
い
う
葵
井
禎
子
氏
の
歌
に
は
、「
古
知
谷
阿
弥
陀
寺
」
と
い
う

添
え
書
き
が
あ
る
が
、「
は
ら
わ
た
に
」
と
い
う
部
分
が
厳
か
な
ム
ー

ド
と
離
反
す
る
。「
耳
奥
に
響
く
」
と
か
、「
胸
底
を
打
つ
」
と
か
、

工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

熊
倉
ア
ン
ナ
氏
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
母
親
が
い
る
と
の
こ
と
で
、  

一
時
イ
ギ
リ
ス
へ
発
つ
日
を
歌
っ
た

「
出
発
の
日
は
雪
予
報
つ
ぼ
み
ま
で
遠
い
桜
を
あ
と
に
残
し
て
」

　

は
、
説
明
を
受
け
る
と
い
い
の
だ
が
、
そ
の
状
況
が
わ
か
ら
な
い

と
伝
わ
っ
て
こ
な
い
欠
点
が
あ
る
。

「
わ
た
し
に
は
戦
い
を
と
め
る
手
立
て
な
く
母
の
祖
国
に
ミ
サ
イ
ル

落
ち
る
」
と
の
関
連
に
よ
っ
て
や
っ
と
補
え
る
の
で
、
こ
の
立
場
を

理
解
さ
せ
る
何
か
補
助
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

朝
日
歌
壇
や
読
売
の
歌
壇
で
も
、
日
本
人
が
詠
ん
だ
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
へ
の
反
戦
歌
は
掃
い
て
ま
と
め
て
捨
て
た
く
な
る
よ
う
な
似
非

同
情
歌
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
こ
の
歌
も
そ
れ
ら
と
混
同
さ
れ
る
弱
さ

が
あ
る
。
具
体
的
な
言
葉
に
沿
っ
て
、
主
体
的
な
強
さ
を
も
っ
と
出

し
、
当
事
者
と
し
て
の
心
を
剥
き
出
し
に
す
る
表
現
が
必
要
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
戦
争
を
歌
に
す
る
の
は
、
平
和
の
な
か
で
自
然
を

凝
視
す
る
こ
と
よ
り
も
遥
か
に
難
し
い
こ
と
を
自
覚
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
短
歌
は
、
い
ま
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
全
国
紙
の
歌
壇
は

ど
こ
も
歌
に
な
っ
て
い
な
い
ヘ
ラ
ヘ
ラ
紛
い
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
、
人

間
の
真
情
を
深
く
高
く
歌
い
上
げ
た
短
歌
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
ま

と
も
な
感
受
性
を
示
し
て
い
る
歌
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

自
分
の
生
活
や
人
生
を
深
く
見
つ
め
て
生
を
問
う
近
代
短
歌
は
ど
こ

へ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

し
か
し
か
ろ
う
じ
て
こ
の
「
文
芸
思
潮
」
に
集
ま
っ
て
く
る
短
歌

に
は
、
そ
の
方
向
が
見
え
る
。
ま
だ
ま
だ
未
熟
の
観
が
あ
る
が
、
こ

こ
に
希
望
を
託
す
し
か
な
い
。
あ
と
、
地
方
の
、
斎
藤
茂
吉
の
脈
流

を
引
き
継
ぐ
誌
の
周
囲
に
は
そ
の
伝
統
の
力
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
ス
マ
ホ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
便
利
機
器
に
毒

さ
れ
な
い
、
自
然
や
命
と
真
剣
に
向
か
い
合
う
真
の
短
歌
が
生
み
出

さ
れ
る
可
能
性
は
ま
だ
大
き
く
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
期
待
し
た
い
。

状
況
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
自
然
の
中
で
生
き
る
命
に
問
い
か
け
て
、

そ
の
声
を
聞
く
こ
と
は
、
未
来
へ
の
力
で
も
あ
る
。
言
葉
が
腐
れ
ば

文
化
も
腐
る
。
文
化
が
腐
れ
ば
未
来
は
腐
る
。
文
芸
復
興
の
意
味
は

そ
こ
に
あ
る
。

東
横
恵
愛

東
風
佳
子

坂
井
　
傑

山
本
　
明

入
選
入
選

選評選評
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　「
同
時
代
人
」
へ
の
手
紙

福
田
淑
子
　

　

私
た
ち
は
日
々
、
泡
の
ご
と
く
立
ち
上
が
り
く
る
思
い
の
丈
を
韻

律
に
の
せ
て
詠
う
と
い
う
文
化
を
も
ち
、
千
年
も
の
間
、
和
歌
と
い

う
表
現
形
式
を
手
放
さ
ず
に
短
歌
を
育
ん
で
き
た
。
人
間
が
こ
と
ば

を
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
詩
の
よ
う
な
表

現
が
成
立
す
る
ま
で
に
ど
の
く
ら
い
の
年
月
を
要
し
た
だ
ろ
う
。
一

度
手
に
し
た
歌
は
、
私
た
ち
の
人
生
の
伴
走
者
と
し
て
も
は
や
手
放

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
Ａ
Ｉ
の
発
達
で
、
人
工
頭
脳
の
ほ
う

が
人
間
よ
り
う
ま
い
俳
句
や
短
歌
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

い
出
し
た
ら
、
も
し
名
歌
を
Ａ
Ｉ
に
作
ら
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
目

論
見
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
後
の
世
界
で
は
間
違
い
な
く

人
間
の
心
は
退
化
し
て
い
く
に
違
い
な
い
と
思
う
。

　

人
は
自
分
に
降
り
か
か
る
悲
し
み
や
苦
し
み
の
体
験
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
か
た
ち
で
引
き
受
け
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
己
と
い
う
も
の
を

保
ち
な
が
ら
や
り
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
生
ま
れ
出
て
死
ぬ
ま
で

の
間
に
何
の
不
運
に
も
遭
遇
し
な
い
ま
ま
、
こ
と
も
な
く
天
寿
を
全

う
す
る
な
ど
と
い
う
人
は
、
ご
く
稀
で
あ
ろ
う
。
長
く
生
き
て
い
れ

ば
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
百
人
百
様
に
語
り

か
け
て
く
れ
る
も
の
の
一
つ
が
短
歌
で
あ
る
。
様
々
な
人
生
へ
慈
し

み
が
言
葉
を
尽
く
し
た
歌
の
調
べ
に
よ
っ
て
伝
わ
り
、
読
む
側
に
し

選評選評

み
じ
み
と
し
た
共
感
が
湧
い
て
く
る
。
色
々
な
こ
と
を
凌
ぎ
、
感
受

し
な
が
ら
生
き
て
い
る
同
時
代
人
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
を
次
に
抽
出
し
た
。

哀か
な

し
む
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
さ
り
な
が
ら
春
あ
け
ぼ
の
の
抱
卵
の
鳩

　
　
　
　
　
　
　

石
井
和
子

　

鳩
が
卵
を
温
め
、
雛
が
か
え
る
よ
う
に
抱
卵
し
て
い
る
光
景
は
ほ

ほ
え
ま
し
く
喜
ば
し
い
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
も
新
し
い
生
命
の
誕

生
を
願
い
、
喜
び
、
そ
し
て
幼
い
命
を
慈
し
む
。
し
か
し
こ
の
歌
の

上
の
句
は
「
哀
し
む
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
」
と
、
ま
る
で
そ
れ
は
哀

し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
生

命
の
誕
生
、
こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
に
は
悲
し
み
も
伴
う
。
命
を
育

む
こ
と
は
、
哀
し
む
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
そ
う
は
い
う
も
の
の

命
に
は
哀
し
み
も
つ
き
ま
と
う
。
だ
が
、
春
あ
け
ぼ
の
の
光
は
美
し

く
、
卵
を
抱
く
も
の
を
慈
し
み
祝
福
す
る
。
そ
う
し
て
私
た
ち
は
こ

こ
ま
で
命
を
繋
い
で
き
た
の
だ
か
ら
。
抱
卵
の
鳩
と
い
う
名
詞
止
に

は
深
い
余
情
が
感
じ
ら
れ
る
。「
哀
し
む
」
に
ル
ビ
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
不
要
で
あ
る
。
作
者
は
九
十
歳
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ

う
な
人
生
を
歩
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
命
に
対
す
る
深
い
洞
察
と
慈
愛

が
し
み
だ
し
て
く
る
よ
う
な
一
首
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
札
に
最
後
の
主
の
名
を
残
し
家
は
朽
ち
果
つ
樹
木
の
中
に　
　
　

　
　
　
　
　

新
井
巳
喜
雄

　

限
界
集
落
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
最
近
は
街
中
に
も
相
続
人
不
明
の

空
き
家
が
朽
ち
て
放
置
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
樹
木
の
中
に
立
つ
空

き
家
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
な
り
の
屋
敷
な
の
で
あ
ろ
う
。
最

後
の
住
人
の
表
札
が
ま
だ
そ
こ
に
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
荒
れ
廃
れ
た

家
が
、
か
つ
て
主
人
が
健
在
だ
っ
た
頃
の
活
気
の
あ
る
家
の
様
子
を

彷
彿
と
さ
せ
て
、
一
層
寂
し
さ
を
と
も
な
っ
て
朽
ち
果
て
た
家
が
提

示
さ
れ
る
。
現
在
と
過
去
の
対
比
が
み
ご
と
に
映
し
出
さ
れ
て
、
そ

こ
に
流
れ
た
時
間
を
詠
み
込
ん
だ
一
首
で
あ
る
。

透
き
と
ほ
る
山さ

ん
か
よ
う

荷
葉
と
う
花
に
遇
ふ
母
と
は
ぐ
れ
し
霧
の
山
道
に　

　
　
　
　

渡
良
瀬
愛
子

　

霧
の
山
道
で
母
親
と
は
ぐ
れ
た
の
は
い
く
つ
の
作
者
だ
ろ
う
か
。

い
く
つ
で
あ
れ
、
山
道
で
連
れ
と
は
ぐ
れ
れ
ば
、
不
安
と
孤
独
に
陥

る
だ
ろ
う
。
幼
い
頃
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
が
、「
透
き
と
ほ
る
花
」

に
出
会
っ
て
そ
れ
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
間
は
、
霧
の
山
道
に
あ
っ

て
も
至
福
の
時
で
あ
ろ
う
。
人
は
花
に
救
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
山

荷
葉
は
得
も
言
わ
れ
ぬ
美
し
い
花
で
あ
る
。
霧
の
中
か
ら
浮
か
び
上

が
っ
た
黙
し
て
可
憐
に
咲
く
白
く
透
明
な
山
荷
葉
は
、
作
者
に
は
天

使
に
見
え
た
だ
ろ
う
か
。
山
野
草
が
世
界
に
あ
る
こ
と
を
感
謝
し
た

い
と
思
う
。
花
に
慰
め
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
と
改
め
て
感
じ
入
る
。

人
と
自
然
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
美
し
い
。

阿
賀
野
川
下
り
し
船
無
く
ふ
ぶ
く
雪
シ
ベ
リ
ア
よ
り
の
白
鳥
飛
来
す

　
　
　
　
　
南
雲
和
代

　

阿
賀
野
川
は
福
島
県
に
源
流
を
持
ち
、
新
潟
県
を
通
っ
て
日
本
海

に
流
れ
込
む
川
で
あ
る
。
雪
が
ふ
ぶ
く
中
、
シ
ベ
リ
ア
を
思
い
起
こ

す
白
鳥
が
飛
来
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
寒
々
と
し
た
光
景
で
あ
る
。

下
る
船
も
今
日
は
見
え
な
い
と
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
寒
さ

厳
し
い
情
景
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
阿
賀
野
川
は
新

潟
水
俣
病
で
知
ら
れ
た
水
銀
汚
染
を
経
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
作

者
は
映
画
「
阿
賀
に
生
き
る
」
を
観
た
の
だ
ろ
う
か
。
対
で
「
日
常

と
不
在
を
見
つ
め
監
督
逝
き
ぬ
公
害
の
阿
賀
雪
降
り
や
ま
ず
」
の
一

首
も
あ
っ
た
が
、
掲
出
歌
の
ほ
う
が
一
首
独
立
し
て
鑑
賞
で
き
る
。

山や
ま
あ
い間
の
つ
ば
な
眞
白
き
原
に
坐
す
雪
降
ら
ぬ
地
に
久
し
く
住
め
ば
　

　
　
緋
沙

　

か
つ
て
は
雪
の
降
り
積
も
る
土
地
に
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

今
は
、
雪
の
降
ら
ぬ
地
に
久
し
く
住
み
続
け
て
い
る
。
雪
の
降
り
積

も
る
土
地
の
生
活
は
な
か
な
か
辛
い
も
の
と
聞
く
。
だ
か
ら
、
豪
雪

の
地
の
友
に
は
雪
の
降
り
積
も
ら
な
い
地
の
暮
ら
し
は
極
楽
と
言
わ

れ
る
。
し
か
し
、
年
を
経
て
か
つ
て
の
雪
の
降
り
積
も
る
地
も
な
つ

か
し
い
。
一
面
の
白
銀
。
そ
れ
を
つ
ば
な
の
咲
く
野
原
で
思
い
出
し

て
い
る
。
つ
ば
な
は
チ
ガ
ヤ
と
も
呼
ば
れ
一
面
の
白
銀
の
穂
が
雪
の

よ
う
で
あ
る
。
作
者
は
今
年
九
五
歳
。「
久
し
く
住
め
ば
」
の
表
現

か
ら
そ
の
人
生
の
時
間
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。「
山
間
」
に
ル
ビ

は
不
要
だ
が
、
ふ
る
の
で
あ
れ
ば
「
や
ま
あ
ひ
」
で
あ
ろ
う
。

痩
身
の
君
が
こ
ほ
れ
る
み
づ
う
み
を
試
歩
な
す
ご
と
し
夜
の
病
棟
　

　
　
　
　
　
　
　
　
野
葛
間

　

親
し
い
人
が
病
床
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
瘦
せ
て
足
の
衰
え
た
姿

で
、
ま
る
で
凍
っ
た
湖
の
上
を
歩
い
て
い
る
よ
う
な
お
ぼ
つ
か
な
い

足
取
り
で
恐
る
恐
る
試
歩
す
る
姿
。
そ
の
姿
を
今
に
も
割
れ
る
か
も

第4回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞
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ま
れ
て
い
る
。
わ
が
思
い
を
乗
せ
て
他
者
に
届
け
る
短
歌
の
形
式
に

は
や
は
り
昔
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
「
よ
い
歌
」
の
約
束
事
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
五
七
五
七
七
の
枠
内
に
収
め
、
か
つ
韻
律
を
伴
う
表
現

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
歌
は
読
み
手
に
取
っ
て
意
味
不
明
な
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
辞
書
で
引
け
ば
わ
か
る
漢
字
に
ル
ビ
を
振
ら
な

い
、
ま
た
、
勝
手
な
読
み
を
ル
ビ
で
指
示
し
な
い
。
歌
は
「
わ
れ
」

の
視
点
を
大
切
に
、
調
べ
に
個
性
が
な
い
徒

た
だ
ご
と事
歌
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
歌
を
仕
上
げ
る
際
に
、
も
っ
と
丁
寧

に
推
敲
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
ち
ら
が
さ
ら
に
深
く
受
け
止
め
る

こ
と
も
可
能
な
作
品
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
次
回
に
さ

ら
な
る
佳
作
を
期
待
し
た
い
。

し
れ
な
い
湖
の
氷
の
上
を
行
く
と
比
喩
し
た
と
こ
ろ
が
秀
逸
。
た
だ
、

第
五
句
が
「
夜
の
病
棟
」
で
終
わ
る
と
そ
れ
自
体
が
余
韻
を
持
っ
て

し
ま
っ
て
、
夜
の
病
棟
に
視
点
が
落
と
し
込
ま
れ
る
。
痩
せ
た
君
が

こ
ほ
れ
る
み
づ
う
み
」
も
「
試
歩
な
す
ご
と
し
」
も
、
す
べ
て
が
夜

の
病
棟
の
比
喩
な
の
か
と
も
読
め
て
し
ま
う
。
語
順
に
も
う
少
し
工

夫
が
い
る
の
で
は
と
思
う
の
だ
が
。

覚
め
て
な
ほ
あ
り
あ
り
と
し
て
故ふ

る
さ
と郷
の
螻け

ら蛄
の
鳴
く
野
の
夢
か
ら
出

ら
れ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藤
蓑
子

　

人
は
様
々
な
経
験
を
し
、
多
く
の
も
の
が
記
憶
の
層
に
堆
積
し
て

い
る
。
夢
と
は
不
思
議
な
も
の
だ
。
思
い
出
し
た
く
て
手
繰
り
寄
せ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
何
度
も
何
度
も
表
層
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
と
い
う
光
景
が
あ
る
も
の
だ
。
夢
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
な

の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
覚
め
て
な
お
夢
の
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、
そ
こ
に
佇
ん
だ
ま
ま
で
い
た
い
よ
う
な
光
景
な
の
だ
ろ
う
。

樺
太
へ
征
き
た
る
叔
父
の
帰
還
待
ち
陰
膳
供
へ
し
祖
母
を
忘
れ
ず
　

　
　
　
竹
浪
和
夫

　

大
戦
終
結
後
、
戦
場
か
ら
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
身
内
を
持
つ
も
の

は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
長
い
間
帰
還
し
な
い
人
の
無
事
を
祈

っ
て
膳
を
用
意
す
る
こ
と
を
陰
膳
と
い
う
が
、
こ
の
叔
父
も
つ
い
に

戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
犠
牲
者
は
爆
撃
を
受
け

た
人
々
や
、
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
大
切
な

人
を
戦
場
に
送
り
出
す
人
も
、
戦
士
の
報
を
受
け
取
る
家
族
も
そ
の

ひ
と
り
な
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
今
、
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

岩
穴
の
即
身
仏
の
御
前
に
雫
の
音
色
は
ら
わ
た
に
染
む
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葵
井
禎
子

　

な
に
を
願
っ
て
即
身
仏
に
な
ら
れ
た
仏
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と

を
思
う
と
即
身
仏
の
鎮
座
す
る
岩
穴
に
滴
り
落
ち
る
雫
の
音
は
格
別

に
響
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
感
慨
の
瞬
間
を
と
ら
え
た
と
こ
ろ
は

印
象
的
だ
が
、「
は
ら
わ
た
に
染
む
」
は
い
さ
さ
か
表
現
が
直
截
に

す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。

夜
半
に
起
き
不
随
の
妻
の
用
足
し
を
見
守
り
終
へ
て
虫
の
音
を
聴
く

　
風
間
洋
平

　

不
自
由
な
体
の
妻
が
用
足
し
を
す
る
た
め
に
夜
半
に
つ
き
そ
う
手

持
無
沙
汰
の
夫
に
、
外
の
虫
の
音
が
音
楽
の
よ
う
に
響
き
、
思
わ
ず

耳
を
傾
け
て
い
る
。
見
守
り
終
え
て
そ
の
豊
か
な
秋
の
音
色
に
改
め

て
聞
き
入
る
。
秋
の
夜
半
の
虫
の
音
を
背
景
に
、
老
い
た
夫
婦
の
情

と
い
う
も
の
の
有
り
様
が
し
み
じ
み
と
し
た
光
景
と
と
も
に
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。

告
げ
ら
れ
し
夫
の
病
名
反
芻
し
呑
み
込
む
ま
で
を
指
先
み
つ
む

　
　
平
尾
三
枝
子

　

に
わ
か
に
は
呑
み
込
め
な
い
病
名
、
よ
も
や
う
ち
の
人
が
と
、
戸

惑
う
。
そ
れ
を
事
実
と
し
て
受
け
止
め
る
の
に
は
、
か
な
り
の
逡
巡

と
当
惑
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
心
の
様
子
を
「
反
芻
す
」
と
表
現

し
た
の
が
、
共
感
を
呼
ぶ
一
首
で
あ
る
。

啼
き
に
け
る
雀
の
涙
落
ち
つ
ら
む
わ
れ
の
病
の
不
治
な
り
し
ゆ
え
　

　
　
東
家
芳
寛

　

こ
れ
も
つ
ら
い
心
境
の
歌
で
あ
る
。
不
治
の
病
と
聞
か
さ
れ
た
時

の
愁
嘆
は
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
。
雀
の
啼
く
声
も
哀
し
く
聞
こ
え
る
。

雀
よ
、
涙
し
て
く
れ
、
き
っ
と
共
に
心
を
痛
め
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
雀
の
鳴
声
が
妙
に
つ
ら
く
聞
こ
え
て
く
る
一
首
で
あ
る
。

青
春
の
掌て

に
刻
ま
れ
し
女ひ
と

の
影
悲
し
み
は
遠
く
彼
岸
花
散
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
山
広
平

　

青
春
の
日
に
出
会
っ
た
忘
れ
ら
れ
な
い
人
が
い
る
。
悲
恋
で
あ
る

か
、
別
離
で
あ
る
か
、
青
春
と
い
う
時
代
の
記
憶
は
格
別
な
も
の
で

あ
る
。
彼
岸
花
の
散
る
頃
、
掌
に
残
る
記
憶
は
影
の
よ
う
に
そ
の
人

を
呼
び
起
こ
す
。

　
母
斃た

お

れ
し
長
月
の
ま
た
巡
り
来
て
庭
に
コ
ス
モ
ス
数
多
咲
き
た
り

　
　
海
神
瑠
珂

　

母
が
斃
れ
た
の
が
コ
ス
モ
ス
の
咲
く
季
節
な
の
で
、
コ
ス
モ
ス
が

咲
く
と
、
自
然
と
母
を
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
斃
れ

し
」
は
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
コ

ス
モ
ス
の
花
と
母
と
の
関
係
は
、
な
ど
も
う
少
し
歌
の
焦
点
を
定
め

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
「
斃
れ
し
」
に
ル
ビ
は
不
要
だ
が

ふ
る
の
で
あ
れ
ば
「
た
ふ
・
れ
し
」
で
あ
ろ
う
。

　

総
評

　

身
近
な
も
の
へ
の
慈
し
み
、
過
去
の
思
い
出
、
現
在
を
生
き
る
じ

た
ば
た
な
ど
、
作
品
の
中
の
固
有
の
世
界
が
、
韻
律
を
持
っ
た
言
葉

に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。
詠
む
も
の
、
読
む
も
の
の
意
識
が
交
差
し
て

共
感
し
あ
う
、
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
時
間
が
短
歌
の
な
か
に
編
み
込
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