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石
井
和
子
　（
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
）

清
水
隆
司
　（
千
葉
県
松
戸
市
）

瀬
戸
内
光
　（
東
京
都
北
区
）

風
樹
　
茂
　（
東
京
都
荒
川
区
）

久
保
信
之
　（
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

新
井
巳
喜
雄	

　（
埼
玉
県
児
玉
郡
）

華
央
子	

　（
北
海
道
茅
部
郡
）

渡
良
瀬
愛
子
　（
千
葉
県
柏
市
）

武
藤
蓑
子
　
　（
東
京
都
多
摩
市
）

瀧
口
洋
子
　
　（
東
京
都
調
布
市
）

竹
浪
和
夫
　
　（
青
森
県
む
つ
市
）

釜
中
　
孝
　
　（
埼
玉
県
越
谷
市
）

室
町
　
眞
　
　（
東
京
都
町
田
市
）

　

第
五
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
五
八
名
一
〇
六
首
と
、
前
回

に
比
し
て
多
く
な
り
、
中
間
層
も
入
選
・
佳
作
を
含
め
て
増
え
、
層

が
厚
く
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
日
本
の
伝
統
に
則
っ

た
自
然
と
人
生
と
に
和
し
た
短
歌
が
多
く
、
期
待
に
応
え
て
い
た
だ

い
て
い
る
印
象
を
強
く
し
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
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
、
四
月
三
十
日
、
福
田
淑
子
・
五
十
嵐
勉
両
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
。

　

残
念
な
が
ら
今
回
も
前
回
に
続
い
て
最
優
秀
賞
は
該
当
作
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
全
体
に
予
選
落
ち
の
作
品
は
減
り
、
伝
統
短
歌

の
流
れ
に
乗
っ
た
作
品
が
増
え
た
こ
と
は
、
賞
と
し
て
の
前
進
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
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
。

　

第
六
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
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評

第5回「文芸思潮」
　　　　短歌短歌賞賞

　
　

昇
華
へ
の
意
志
が
不
在

　

五
十
嵐
　
勉
　

　

第
五
回
の
短
歌
賞
は
、
三
回
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
歌
」
を
一
方
で
期
待
は
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
名
歌
は
そ
う
簡
単
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
は

思
い
つ
つ
、
こ
ち
ら
の
呼
び
か
け
不
足
も
い
ろ
い
ろ
考
え
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
昨
年
に
引
き
続
き
、
全
体
に
層
が
厚
く
な
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
、
寄
せ
ら
れ
た
短
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
三
次
予
選
以
上
の

レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
喜
ぶ
べ
き
こ
と
と
思
い
直
し
た
り
し
た
。

　

石
井
和
子
氏
は
三
年
連
続
で
最
優
秀
賞
に
近
い
位
置
を
占
め
た
が
、

今
年
も
そ
の
弱
点
を
克
服
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

「
透
き
と
ほ
る
化
身
に
て
逢
ふ
夢
あ
ら
ば
飽
き
た
ら
ふ
ま
で
散
れ
よ

橡と
ち

の
葉
」

「
化
身
」「
夢
」
な
ど
抽
象
的
な
言
葉
や
表
現
が
、
そ
れ
な
り
の
は

か
な
さ
を
乗
せ
て
、
現
身
の
浮
遊
性
を
出
し
て
思
い
の
強
さ
を
打
ち

出
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
逆
に
そ
れ
ら
が
夢
や
幻
の
弱
さ
を
引
き

ず
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
読
者
の
共
感
に
具
体
的
に
届
か
な
い
。
ぼ

ん
や
り
と
感
覚
は
わ
か
る
し
、
調
べ
も
美
し
い
の
だ
が
、
具
象
性
の

確
か
な
手
ご
た
え
に
よ
っ
て
共
有
し
て
い
く
動
か
し
え
な
い
共
感
に

ま
で
昇
華
し
て
ほ
し
い
。
も
う
一
首
の
下
の
句
「
金
魚
の
優
雅
な

タ
ー
ン
は
続
く
」
は
、
い
た
だ
け
な
い
。「
優
雅
な
」
な
ど
と
言
っ

た
時
点
で
、堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
範
疇
」
の
よ
う
な
抽
象
語
も
、

短
歌
の
中
に
は
自
分
で
禁
ず
る
べ
き
だ
ろ
う
。
第
二
回
の
最
優
秀
賞

辻
花
ひ
ろ
氏
は
九
十
四
歳
だ
っ
た
の
で
、
年
齢
に
よ
る
も
の
は
考
慮

し
な
い
。
奮
起
し
て
ほ
し
い
。

　
優
秀
賞
の
清
水
隆
司
氏
の
歌
は
、
上
の
句
の
抽
象
的
問
い
が
、
下

の
句
の
動
作
姿
に
向
か
っ
て
し
っ
か
り
収
斂
し
て
い
く
具
体
性
が
、

そ
の
ま
ま
一
つ
の
答
え
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
勁
さ
が
あ
る
。

「
虚
ろ
な
る
命
の
意
味
を
問
ふ
わ
れ
に
背
向
け
し
ま
ま
葱
刻
む
母
」

　

で
き
れ
ば
最
初
の
抽
象
的
問
い
も
具
体
的
な
言
葉
で
表
現
で
き
れ

ば
最
優
秀
賞
に
接
近
す
る
。
二
首
目
は
短
歌
に
「
リ
ア
王
」
な
ど
出

し
て
く
る
よ
う
で
は
、
ア
ウ
ト
。
こ
ん
な
短
い
詩
形
に
他
の
文
学
作

品
を
持
っ
て
く
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
失
格
。
自
分
の
言
葉
で
言
う
べ

き
で
、
他
者
や
他
の
権
威
に
依
存
す
る
こ
と
は
禁
。

　

同
じ
く
優
秀
賞
の
瀬
戸
内
光
氏
の
歌
は
、
作
者
の
命
へ
の
優
し
さ

が
反
映
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
歌
に
膨
ら
み
と
奥
行
を
与
え
て
い
る
。

「
束
縛
と
ゆ
め
思
ふ
な
よ
切
り
戻
し
せ
ぬ
庭
の
菊
に
縄
を
か
け
つ
つ
」

「
人じ

ん
じ
つ日

の
雪
ひ
と
し
き
り
降
り
し
き
り
鴨
居
の
溝
の
翳
ら
ひ
に
け
り
」

　

実
績
は
相
当
積
ま
れ
て
い
る
方
で
、
用
語
も
語
彙
豊
か
で
知
識
を

駆
使
し
て
い
る
。「
切
り
戻
し
」
は
「
植
物
の
伸
び
す
ぎ
た
枝
や
茎

な
ど
を
切
り
縮
め
る
こ
と
」
で
、「
人じ

ん
じ
つ日
」
は
一
月
七
日
の
七
草
が

選評選評

ゆ
を
食
べ
る
日
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
後
の
歌
の
方
が
、
微
妙
な
陰

り
が
表
現
さ
れ
て
い
て
、
奥
ゆ
か
し
さ
も
宿
っ
て
い
る
が
、
翳
や
微

妙
さ
だ
け
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
大
き
い
視
野
や
世
界
で
の
感
受
性
が
表

現
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
飛
躍
す
る
だ
ろ
う
。

　

風
樹
茂
氏
は
異
国
体
験
が
歌
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
感
受
世
界
を
構

築
し
て
い
て
、
現
代
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
広
が
り
が
あ
る
。

「
ギ
ラ
ギ
ラ
の
光
渦
巻
く
ア
ラ
ブ
の
地
我
が
汗
一
滴
土
獏
に
沈
ま
ん
」

　
広
大
な
自
然
の
世
界
と
自
ら
の
一
滴
の
汗
の
対
比
が
、
生
き
て
い

る
実
感
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。
あ
と
、
単
な
る
描
写
で
は
な
く
、
そ

の
風
景
の
中
に
い
か
に
命
と
し
て
の
自
分
を
自
覚
す
る
か
、
そ
の
深

ま
り
が
結
晶
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
一
つ
の
地
点
に
到
達
す
る
だ

ろ
う
。
も
う
一
種
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ガ
ザ
戦
争
を
扱
っ
た
も
の
は
、

だ
れ
で
も
言
え
る
非
当
事
者
の
雑
感
な
の
で
、
注
目
に
値
し
な
い
。

　

久
保
信
之
氏
の
歌
は
、
磨
き
が
か
か
っ
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
素

朴
な
、
乗
り
物
内
の
風
景
と
外
の
流
れ
過
ぎ
る
風
景
が
、
は
か
な
く

過
ぎ
て
い
く
時
の
実
相
を
捉
え
て
い
て
、
い
い
味
を
出
し
て
い
る
。

「
夜
汽
車
よ
り
母
に
抱
か
れ
し
子
の
眺
む
窓
の
外
に
は
月
流
れ
ゆ
く
」

　

特
に
「
月
流
れ
ゆ
く
」
が
決
ま
っ
て
い
て
、
子
ど
も
の
未
来
と
流

れ
ゆ
く
天
地
の
時
間
の
移
ろ
い
に
、
命
の
深
み
が
宿
っ
て
、
純
朴
な

味
わ
い
が
あ
る
。
も
う
一
首
の
方
は
、「
う
た
た
寝
」
や
「
夢
」
な

ど
と
り
と
め
の
な
い
言
葉
を
弄
ん
で
い
て
、
は
る
か
に
結
晶
度
は
落

ち
る
。「
夜
汽
車
よ
り
」
の
よ
う
な
歌
が
自
然
に
詠
め
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
も
っ
と
歌
の
世
界
は
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
期
待
し
た
い
。

　

奨
励
賞
の
武
藤
蓑
子
氏
の
歌
は
練
れ
て
い
て
、
背
後
の
味
は
深
み

が
あ
る
が
、
決
め
が
も
う
一
つ
鮮
や
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

「
妣は

は

が
呼
ぶ
声
か
と
ば
か
り
目
覚
め
れ
ば
溜
池
あ
た
り
で
郭
公
鳴
き

た
り
」

「
妣は

は

」
は
亡
く
な
っ
た
母
に
用
い
る
言
葉
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
生

き
て
い
る
言
葉
と
は
言
い
に
く
い
。「
と
ば
か
り
」
や
「
あ
た
り
で
」

に
無
駄
な
言
葉
の
空
隙
が
あ
る
。
ま
た
「
溜
池
」
も
、
固
有
名
詞
な

の
か
普
通
名
詞
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。

　

瀧
口
洋
子
氏
の
歌
は
季
節
感
と
郷
愁
が
う
ま
く
溶
け
合
っ
て
い
て
、

吊
る
し
柿
に
よ
る
色
彩
も
鮮
や
か
だ
が
、
だ
れ
の
三
回
忌
な
の
か
、

は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
死
と
の
重
な
り
が
や
や
希
薄
に
な
っ

て
い
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。

「
つ
る
し
柿
か
み
の
や
ま
駅
朱
に
染
ま
る
ひ
と
り
降
り
立
つ
三
回
忌

の
朝
」

　

ま
た
柿
の
朱
と
、
朝
早
く
と
す
る
と
朝
焼
け
の
朱
と
が
、
混
じ
る

こ
と
に
な
っ
て
、
や
や
濁
る
感
じ
が
出
る
の
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。

「
柿
色
の
枯
れ
葉
散
る
道
ポ
ス
ト
へ
と
薄
墨
は
が
き
コ
ト
リ
と
落
と
す
」

　

も
い
い
が
、
臨
場
感
の
大
き
さ
で
は
前
歌
が
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　

渡
良
瀬
愛
子
氏
の
雪
の
夜
の
歌
は
、
過
去
へ
の
追
憶
が
レ
コ
ー
ド

の
回
転
と
な
っ
て
針
先
に
灯
る
細
か
な
感
覚
が
い
い
。

「
窓
を
打
つ
幽
か
な
雪
に
遠
き
夜
の
レ
コ
ー
ド
針
の
音
を
思
へ
り
」

　
新
井
巳
喜
雄
氏
は
こ
れ
ま
で
過
疎
化
の
村
の
消
極
的
変
化
を
捉
え

て
き
た
が
、
今
回
は
む
し
ろ
積
極
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
好
感
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第5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

が
持
て
た
。

「
山
峡
に
生
き
る
農
家
の
気
骨
あ
り
天
に
向
か
ひ
し
棟
の
高
さ
よ
」

　
過
去
の
美
点
や
勢
い
を
探
り
、
そ
れ
を
復
活
さ
せ
る
方
向
を
目
指

せ
れ
ば
、
大
き
な
幅
を
持
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
短
歌
と

し
て
の
凝
結
度
に
は
絶
え
ず
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
ほ
し
い
。「
曇

り
な
く
」
の
日
本
刀
を
題
材
に
し
た
一
首
は
、
単
に
真
剣
の
描
写
に

終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

釜
中
孝
氏
の
叙
景
歌
は
き
れ
い
で
ま
と
ま
っ
て
は
い
る
が
、
紫
陽

花
を
愛
で
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
だ
れ
か
が
紫
陽
花
を
描
写
す
れ
ば

似
た
り
寄
っ
た
り
の
歌
に
な
り
そ
う
な
既
視
感
が
拭
え
な
い
。

「
紫
陽
花
は
雨
後
の
光
に
つ
つ
ま
れ
て
青
い
小
花
に
雫
を
ま
と
ふ
」

　
こ
こ
に
「
天
地
人
」
の
「
人
」
の
何
か
を
添
え
る
こ
と
で
、
も
っ

と
彫
り
を
深
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
人
の
思
い
に

よ
っ
て
、
対
象
は
変
化
す
る
。
そ
れ
を
表
出
し
て
ほ
し
い
。

　

竹
浪
和
夫
氏
の
護
衛
艦
と
白
鳥
の
取
り
合
わ
せ
は
対
照
的
で
シ
ー

ン
が
映
え
る
上
に
、
折
か
ら
の
夕
陽
で
い
っ
そ
う
鮮
や
か
な
色
彩
で

染
め
か
け
て
く
る
。

「
護
衛
艦
の
船ふ

な
べ
り縁

に
寄
る
白
鳥
に
兵
は
餌
や
る
夕
陽
に
染
ま
り
」

　

華
央
子
氏
の
花
の
命
に
寄
せ
る
繊
細
な
や
さ
し
さ
は
調
べ
と
と
も

に
息
づ
き
を
深
め
て
い
る
。
い
い
歌
に
な
っ
た
。

「
雨
過
ぎ
て
白
き
一い

ち
げ華
の
は
か
な
げ
に
香
る
雫
を
小
指
に
濡
ら
す
」

　

室
町
眞
氏
の
歌
は
、
大
学
建
物
の
巨
大
化
の
変
化
の
う
ち
に
、
す

で
に
失
わ
れ
た
往
時
の
学
生
運
動
の
思
い
出
を
重
ね
て
い
る
。
題
意

村
山
政
子	

上
野
卓
男	

佐
山
広
平

中
村
成
吾	

愛
満
知
留

豊
代
珪
子

尾
崎
厚
子	

有
友
紗
哉
香	

岩
谷
隆
司	

成
田
洋
子	

海
神
瑠
珂

野
葛
間

北
村
灰
色

鈴
木
あ
ぐ
り

島
田
和
生	

緋
沙

山
本
　
明	

械
冬
弱
虫

神
戸
　
宅

高
橋
　
良

佳
作
佳
作

は
平
凡
だ
が
、
マ
ン
モ
ス
化
し
、
統
合
さ
れ
て
い
く
巨
大
化
・
組
織

化
へ
の
警
鐘
は
、
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
た
だ
、
学
生
運
動
を
知
ら

な
い
人
た
ち
へ
の
伝
達
と
し
て
は
、
何
か
が
欠
け
て
い
る
。

「
紛
争
に
打
ち
壊
さ
れ
し
我
が
母
校
い
ま
や
風
巻
く
タ
ワ
ー
と
な
れ
り
」

　

佳
作
で
も
、
島
田
和
生
、
有
友
紗
哉
香
、
上
野
卓
男
、
佐
山
広

平
、
械
冬
弱
虫
、
山
本
明
、
緋
沙
、
北
村
灰
色
、
野
葛
間
各
氏
の
歌

は
、胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
、惜
し
ま
れ
た
。「
夢
」
と
か
、

「
幻
」
と
か
抽
象
的
な
言
葉
は
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
具
体
的
な
も

の
に
よ
っ
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
感
情
を
、
客
観
的
に
表
現
し
て
ほ
し

い
。
よ
く
推
敲
し
、
ど
う
や
っ
た
ら
他
者
に
伝
わ
る
か
、
で
き
る
だ

け
客
観
性
を
備
え
て
、
磨
き
上
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

　

現
代
の
新
聞
で
は
、
安
易
、
安
直
な
歌
が
流
行
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
に
は
与く

み

し
な
い
で
、
深
い
底
に
あ
る
感
情
を
表
出
し
て
い
っ
て

ほ
し
い
。
心
を
深
く
し
て
命
と
共
鳴
す
る
こ
と
が
、
短
歌
の
本
質
だ

か
ら
で
あ
る
。

風
間
洋
平	

齊
藤
宏
壽	

水
越
晴
子	

松
田
早
苗	

東
家
芳
寛	

松
本
　
進	

原
比
呂
子

堀
　
隼
人

た
も
で
ん
と

愛
闘
希

ミ
ラ
サ
カ
ク
ジ
ラ

天
ミ
ソ
ラ

髙
田
津
優

葵
井
禎
子

日
下
直
哉	

原
　
ナ
オ

山
月
　
恍

遠
藤
玲
奈	

福
井
雅
人

入
選
入
選

選評選評
　

Ａ
Ｉ
が
自
在
に
言
葉
を
操
る
時
代
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
人

間
が
長
年
編
ん
で
き
た
言
語
表
現
の
大
量
の
情
報
を
も
と
に
、
巧
み

に
再
構
成
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
膨
大
な
知
の

集
積
か
ら
名
歌
と
い
わ
れ
る
も
の
も
編
み
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
自
ら
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
喜
び
を
見
出
す
の
は
、
人
だ
け

で
あ
る
。

　

人
は
だ
れ
も
、
膨
大
な
宇
宙
空
間
の
中
に
生
ま
れ
出
て
、
ポ
ツ
ン

と
放
り
出
さ
れ
た
小
さ
な
肉
体
を
痛
切
な
出
来
事
や
理
不
尽
な
事
件

に
晒
し
な
が
ら
、
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を
求
め
つ
つ
大
方
は
壊
れ
ず
に

終
り
の
日
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
。
無
事
生
き
続
け
る
こ
と
は
奇
跡

の
よ
う
で
も
あ
る
。
生
き
続
け
な
が
ら
湧
き
出
て
く
る
様
々
な
思
い

を
自
己
表
現
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
は
不
条
理
へ
の
カ
タ
ル
シ
ス
も
あ

る
。
そ
れ
が
他
者
の
共
感
を
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
癒
さ
れ

る
。
短
歌
は
含
み
を
持
た
せ
た
想
い
を
伝
え
あ
う
こ
と
の
で
き
る
日

本
文
化
の
生
み
出
し
た
珠
玉
の
韻
律
の
一
つ
で
あ
る
。

　

短
歌
の
歴
史
は
長
い
。
だ
か
ら
既
視
感
の
あ
る
表
現
や
、
Ａ
Ｉ
に

も
予
測
可
能
な
類
想
的
表
現
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
「
文
芸
思
潮
」
の

求
め
る
短
歌
は
、
あ
り
が
ち
な
歌
や
既
成
の
短
歌
の
制
約
を
超
え
る

歌
。
と
は
い
え
、
了
解
不
可
能
な
「
新
し
さ
」
や
「
オ
リ
ジ
ナ
リ

既
成
か
ら
解
き
放
た
れ
た
表
現
へ

福
田
淑
子
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テ
ィ
」
で
は
だ
れ
の
共
感
も
得
ら
れ
な
い
。
短
歌
の
リ
ズ
ム
に
ゆ
だ

ね
つ
つ
、
そ
こ
に
取
り
込
む
思
い
や
言
葉
の
連
な
り
は
、
自
ら
の
思

い
や
意
図
を
超
え
て
他
者
に
語
り
か
け
、
見
知
ら
ぬ
誰
か
に
も
新
た

な
る
心
的
体
験
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
た
い
。

「
文
芸
思
潮
」
短
歌
賞
で
は
常
連
の
石
井
和
子
氏
。
近
来
、
そ
の
端

正
で
熟
達
し
た
石
井
氏
の
歌
は
心
に
響
く
。

透
き
と
ほ
る
化
身
に
て
逢
ふ
夢
あ
ら
ば
飽
き
た
ら
ふ
ま
で
散
れ
よ
橡
の
葉

出
奔
も
し
え
ざ
る
わ
れ
の
範
疇
に
金
魚
の
優
雅
な
タ
ー
ン
は
つ
づ
く

　

石
井
和
子
　

　

石
井
さ
ん
の
歌
は
卒
寿
を
越
え
て
調
べ
は
一
層
瑞
々
し
い
。
「
透

き
と
ほ
る
化
身
に
て
逢
ふ
夢
あ
ら
ば
」
と
い
う
幽
玄
な
美
の
比
喩
と

仮
定
法
の
次
に
、
「
飽
き
た
ら
ふ
ま
で
散
れ
よ
橡
の
葉
」
と
い
う
、

季
節
の
終
焉
を
勢
い
づ
け
る
激
し
い
落
葉
の
実
景
を
添
え
る
巧
み

さ
。
ま
た
、
二
首
目
は
「
出
奔
も
し
え
ざ
る
わ
れ
」
と
い
う
自
嘲
的

な
内
省
で
始
め
て
、
次
に
軽
妙
な
動
き
で
狭
い
金
魚
鉢
の
中
を
タ
ー

ン
を
す
る
金
魚
の
動
き
を
描
写
し
て
、
あ
た
か
も
家
に
縛
ら
れ
て
き

た
己
の
人
生
の
不
自
由
さ
を
揶
揄
し
つ
つ
、
そ
ん
な
中
で
も
金
魚
の

様
な
優
雅
な
タ
ー
ン
を
模
倣
し
て
み
た
ら
と
言
い
聞
か
せ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
範は

ん
ち
ゅ
う疇」
と
い
う
固
い
哲
学
用
語
が
生

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
二
首
と
も
に
、
「
透
き
と
ほ
る
化
身
」

と
「
散
れ
よ
橡
の
葉
」
、
ま
た
「
出
奔
も
し
え
ざ
る
」
と
「
優
雅
な

タ
ー
ン
」
、
そ
れ
ぞ
れ
俳
句
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
二
物
衝
撃
の
よ

う
な
効
果
が
あ
り
、
そ
の
巧
み
さ
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
す
ま

す
の
ご
健
詠
を
期
待
す
る
。

束
縛
と
ゆ
め
思
ふ
な
よ
切
り
戻
し
せ
ぬ
庭
の
菊
に
縄
を
か
け
つ
つ
　

人じ
ん
じ
つ日

の
雪
ひ
と
し
き
り
降
り
し
き
り
鴨
居
の
溝
の
翳
ら
ひ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
戸
内
　
光

「
切
り
戻
し
」
と
は
長
く
伸
び
す
ぎ
た
茎
を
切
っ
て
、
ま
た
花
を
た

く
さ
ん
咲
か
せ
る
こ
と
の
よ
う
だ
。
こ
の
方
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

せ
ず
、
長
く
伸
び
す
ぎ
た
菊
を
縄
で
縛
っ
て
倒
れ
な
い
よ
う
に
す

る
。
縛
り
な
が
ら
、
「
束
縛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
」
と
花
に
言

い
聞
か
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
さ
り
げ
な
い
園
芸
の
一
コ
マ
だ
が
、

そ
ん
な
言
い
訳
を
し
な
が
ら
植
物
を
育
て
る
細
や
か
な
気
遣
い
に

ホ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
二
首
目
の
「
人
日
」
と
は
五
節
句
の
一
つ
で
、

一
月
七
日
の
こ
と
。
中
国
の
言
い
伝
え
で
、
一
日
か
ら
鶏
、
狗い

ぬ

、
羊

と
動
物
占
い
が
は
じ
ま
り
、
七
日
に
よ
う
や
く
人
間
を
占
う
こ
と
か

ら
そ
う
呼
ば
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
正
月
の
お
祝
い
気
分
も
収
ま
り
、

七
日
ご
ろ
に
は
ま
た
人
の
日
常
が
始
ま
る
。「
ひ
と
し
き
り
」
と
「
降

り
し
き
り
」
の
重
な
り
は
気
に
な
る
が
、
雪
の
日
の
薄
暗
さ
を
鴨
居

の
溝
の
翳
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
「
人
日
」
の
あ
と
の
日
常
の
始

ま
り
に
ふ
さ
わ
し
い
気
分
を
想
起
さ
せ
る
。

ギ
ラ
ギ
ラ
の
光
渦
巻
く
ア
ラ
ブ
の
地
我
が
汗
一
滴
土
獏
に
沈
ま
ん　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

風
樹
　
茂

　

作
者
は
砂
漠
の
地
の
地
雷
撤
去
な
ど
に
携
わ
る
国
際
援
助
活
動
を

し
て
き
た
人
で
あ
る
。
そ
の
過
酷
な
地
で
の
体
験
は
想
像
に
余
り
あ

る
。
臨
場
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
あ
る
。
土
獏
に
落
と
し
た
自
ら

の
汗
一
滴
は
、
そ
の
地
で
の
活
動
の
過
酷
さ
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
地
か
ら
は
遠
い
国
の
ひ
り
ひ
り
と
す
る
現
実
が
あ
る
。

虚
ろ
な
る
命
の
意
味
を
問
ふ
わ
れ
に
背
を
向
け
し
ま
ま
葱
刻
む
母　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水 

隆
司

　

心
折
れ
た
作
者
が
、
母
親
に
「
命
っ
て
そ
ん
な
に
大
切
な
も
の
な

の
」
「
生
き
る
意
味
っ
て
何
な
の
」
と
で
も
聞
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
状
況
で
の
問
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
子

を
産
み
落
と
し
た
母
親
の
身
に
な
れ
ば
、
最
も
聞
き
た
く
な
い
切
な

い
質
問
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
親
の
ほ
う
も
「
命
を
全
う
す
る
こ

と
は
…
…
」
と
模
範
的
な
答
え
を
言
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
黙
っ
て
「
背
を
向
け
し
ま
ま
」
長
葱
を
刻
み
、
食
事
を
作
り
続

け
る
母
の
背
中
は
何
を
語
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ン
マ
ー
ク
の

画
家
に
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
ン
マ
ー
ス
ホ
イ
と
い
う
画
家
が
い
る
。

後
ろ
向
き
の
女
性
を
描
い
た
絵
が
印
象
的
で
あ
る
。
背
中
は
も
の
を

言
う
と
。
こ
の
歌
の
母
親
の
背
中
も
雄
弁
に
何
か
を
語
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
い
ま
し
も
葱
を
刻
む
音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
作

者
は
そ
の
背
中
か
ら
何
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
味
深
い
余
白

を
感
じ
る
歌
で
あ
る
。

あ
の
時
の
波
を
探
し
て
う
た
た
寝
の
夢
に
揺
ら
れ
て
故
郷
の
海
　
　

夜
汽
車
よ
り
母
に
抱
か
れ
し
子
の
眺
む
窓
の
外
に
は
月
流
れ
ゆ
く
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
信
之

　

一
首
目
の
「
波
」・「
海
」・「
揺
ら
れ
」
、
二
首
目
の
「
夜
汽
車
」・

「
窓
」
・
「
月
」
・
「
流
れ
」
と
き
わ
め
て
類
想
的
な
単
語
が
連
想

ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
月
並
み
な
歌
に
な

り
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
歌
に
流
れ
て
い
る
郷
愁
や
幼
い
こ

ろ
の
母
と
の
思
い
出
の
光
景
が
切
々
と
素
朴
に
伝
わ
っ
て
、
心
に
染

み
て
く
る
歌
で
あ
る
。
技
巧
に
走
ら
な
い
歌
の
良
さ
と
い
う
の
も
あ

る
。
思
い
が
勝
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
は
奨
励
賞
の
方
々
の
歌
で
あ
る
。

争
わ
ぬ
縄
文
の
末
裔
の
誇
り
も
ち
猛
き
ネ
ブ
タ
の
綱
引
く
吾
は
　
　

護
衛
艦
船
縁
に
寄
る
白
鳥
に
兵
は
餌
や
る
夕
陽
に
染
ま
り　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
浪
和
夫

　

縄
文
人
の
血
を
引
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
吾
は
「
争
わ
ぬ
縄
文
の
末

裔
」
と
い
う
自
負
心
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
青
森
ね
ぶ
た
祭
り

は
猛
々
し
い
が
華
麗
で
ど
こ
か
哀
調
も
感
じ
、
は
ん
な
り
と
平
和
的

で
あ
る
。
ね
ぶ
た
の
綱
の
引
手
は
猛
々
し
さ
と
和
や
か
さ
を
兼
ね
備

え
て
い
る
よ
う
だ
。
二
首
目
、
白
鳥
も
餌
を
や
る
兵
士
も
ひ
と
つ
に

な
っ
て
夕
日
に
染
ま
っ
て
い
る
。
緊
張
の
中
で
も
、
平
穏
な
風
景
に

ホ
ッ
と
す
る
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
一
首
。

窓
を
打
つ
幽
か
な
雪
に
遠
き
夜
の
レ
コ
ー
ド
針
の
音
を
思
へ
り
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
良
瀬
愛
子

　

雪
が
窓
を
打
つ
音
を
捉
え
、
そ
れ
を
か
つ
て
耳
に
し
た
レ
コ
ー
ド

針
が
盤
面
を
滑
る
音
に
例
え
る
と
い
う
、
そ
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
繊

細
な
感
覚
に
魅
了
さ
れ
る
。
レ
コ
ー
ド
針
は
過
去
を
想
起
さ
せ
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
を
引
き
起
こ
す
。
し
か
し
「
思
へ
り
」
と
添
え
る
必
要
は

あ
る
か
。
短
歌
の
主
語
は
基
本
的
に
は
「
わ
れ
」
。
音
を
聴
い
て
い
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福田淑子
ふくだ　よしこ

1950　東京都生まれ
2003　短歌評論「馥郁たる叛逆―斉
藤史論」で第 70 号『文芸埼玉』評
論部門入選
　07「孤独なる球体」で第 8回大西
民子賞受賞
　18　第一歌集『ショパンの孤独』
で第 13 回日本詩歌句随筆評論大賞
短歌部門優秀賞
第二歌集『パルティータの宙』
短歌誌「波濤」を経て、現在短歌同
人誌「まろにゑ」・現代短歌〔舟の
会〕、歌誌「コスモス」日本歌人ク
ラブ会員、俳句同人誌「花林花」所
属　俳句誌「架け橋」会員

る
主
体
を
こ
こ
で
明
示
す
る
と
せ
っ
か
く
の
夢
幻
的
世
界
を
現
実
の

世
界
に
引
き
戻
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
。

山
峡
に
生
き
る
農
家
の
気
骨
あ
り
天
に
向
か
ひ
し
棟
の
高
さ
よ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
井
巳
喜
雄

　

深
い
山
峡
に
あ
る
農
家
の
屋
根
の
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
棟
。
山
々

と
競
う
か
の
よ
う
に
天
に
向
か
っ
て
高
く
そ
び
え
て
立
つ
屋
根
の
棟

に
、
農
に
生
き
る
も
の
の
気
骨
を
感
じ
る
。
力
強
い
端
正
な
歌
い
ぶ

り
で
あ
る
。
「
高
さ
よ
」
と
詠
嘆
の
助
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で

作
者
の
思
い
が
直
截
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

妣は
は

が
呼
ぶ
声
か
と
ば
か
り
目
覚
め
れ
ば
溜
池
あ
た
り
で
郭
公
鳴
き
た

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藤
蓑
子

「
妣
」
は
亡
く
な
っ
た
母
の
こ
と
。
郭
公
の
鳴
き
声
は
鮮
明
で
人
の

声
か
と
思
う
ほ
ど
。
ゆ
え
に
郭
公
の
鳴
き
声
で
、
亡
く
な
っ
た
お
母

様
に
起
こ
さ
れ
た
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

「
溜
池
あ
た
り
」
と
い
う
言
葉
が
歌
を
締
ま
ら
な
く
し
て
い
る
。
な

ぜ
「
溜
池
あ
た
り
」
な
の
か
、
そ
れ
は
近
く
な
の
か
遠
く
な
の
か
、

読
み
手
は
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
し
ま
う
。

雨
過
ぎ
て
白
き
一い

ち
げ華

の
は
か
な
げ
に
香
る
雫
を
小
指
に
濡
ら
す

永
遠
の
あ
ら
ば
瞬
く
星
に
こ
ふ
彼
岸
の
姉
よ
笑
顔
の
ま
ま
に
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
央
子

　

亡
く
な
ら
れ
た
姉
を
想
う
歌
。
現
世
で
も
笑
顔
の
魅
力
的
な
姉
上

で
い
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
あ
の
世
で
も
そ
の
笑
顔
で
い
て
ほ
し
い

と
、
姉
妹
の
情
を
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。
だ
が
、
「
永
遠
の
あ
ら

ば
」
と
い
う
仮
定
法
が
ど
こ
に
効
い
て
く
る
の
か
、
読
み
解
き
に
く

い
。
「
も
し
永
遠
が
な
い
な
ら
ば
」
星
に
こ
ふ
こ
と
も
な
い
の
か
、

「
永
遠
は
な
い
か
ら
笑
顔
で
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
の
か
、
読
み
が
揺
れ
て
し
ま
う
。

柿
色
の
枯
れ
葉
散
る
道
ポ
ス
ト
へ
と
薄
墨
は
が
き
コ
ト
リ
と
落
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
口
洋
子

　

ど
な
た
か
お
身
内
の
方
が
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
柿
色
の

枯
れ
葉
散
る
」
彩
鮮
や
か
な
道
と
「
薄
墨
の
は
が
き
」
の
色
の
対
比

が
効
い
て
い
て
切
な
い
。
「
コ
ト
リ
と
落
と
す
」
も
哀
切
感
を
想
起

さ
せ
る
。
た
だ
、
亡
く
な
っ
た
方
が
ど
な
た
な
の
か
わ
か
ら
な
い

と
、
哀
切
感
の
焦
点
が
合
わ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

紛
争
に
打
ち
壊
さ
れ
し
わ
が
母
校
い
ま
や
風
巻
く
タ
ワ
ー
と
な
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
町
　
眞

　

詞
書
に
「
四
十
年
ぶ
り
の
母
校
を
訪
ね
る
」
と
あ
る
。
母
校
と
は
、

お
そ
ら
く
九
段
界
隈
の
一
九
七
〇
年
代
に
大
学
紛
争
の
あ
っ
た
大
学

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
こ
の
四
十
～
五
十
年
の
間
に
法
政
大

学
に
は
天
高
く
聳
え
立
つ
ボ
ナ
ソ
ア
ー
ド
タ
ワ
ー
と
呼
ば
れ
る
校
舎

が
建
っ
た
。
紛
争
の
こ
ろ
に
は
古
い
校
舎
の
学
内
は
、
ボ
ナ
ソ
ア
ー

ド
の
銅
像
が
壊
さ
れ
た
り
、
学
生
が
占
拠
し
た
り
し
て
荒
れ
放
題
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
あ
た
り
の
多
く
の
大
学
の
校
舎
は
ど
こ
も
高
層
ビ

ル
に
建
て
替
わ
っ
て
い
る
。
時
代
の
変
遷
を
感
じ
さ
せ
る
一
首
で
あ

る
。
ま
た
、
風
化
し
て
い
く
時
代
の
記
録
で
も
あ
る
。

総
評

　

数
多
く
の
方
の
意
欲
あ
る
歌
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
幸
い

で
あ
る
。
小
誌
の
短
歌
賞
に
は
常
連
の
方
々
も
い
る
が
、
そ
の
都

度
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
真
剣
な
人
生
の
歩
み
を
垣
間
見
る
よ
う
で
居

住
ま
い
を
正
し
た
く
な
る
。
お
互
い
に
頑
張
ろ
う
と
声
を
か
け
た
く

な
る
。
日
常
の
じ
た
ば
た
の
中
で
、
折
に
つ
け
、
短
歌
を
詠
む
こ
と

で
感
性
や
語
感
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
あ
り

が
た
い
こ
と
だ
。
想
い
多
く
し
て
、
言
葉
届
か
ず
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
多
く
の
書
物
を
読
み
、
人
々
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
う
ち
に
、

こ
れ
だ
と
思
う
よ
う
な
表
現
が
降
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。

　

自
ら
の
人
生
を
慈
し
み
、
同
時
に
他
者
を
受
け
止
め
た
い
。
韻
律

の
言
葉
で
自
他
を
見
つ
め
、
世
界
と
か
か
わ
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
奥

深
い
先
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
の
頃
で
あ
る
。


