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①
〈
イ
ベ
ン
ト
報
告
〉
第
７
回
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
が
10
月
４
日
神

戸
市
中
央
区
の
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。第
一
部
の
講
演
は
、佐
木
幹
郎

氏
が
「
中
原
中
也
と
チ
ェ
ホ
フ
を
め
ぐ
っ
て
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
を
行
っ
た
。

③〈
講
演
報
告
〉佐
々
木
幹
郎
氏
の
講
演
要
旨
／
報
告
者
・
大
橋
愛
由
等（
別

枠
に
て
表
示
）

②
〈
読
書
会
〉
第
７
回
読
書
会
報
告
／
テ
ー
マ
「
佐
々
木
幹
郎
の
詩
精
神

に
つ
い
て
」
チ
ュ
ー
タ
ー
・
季
村
敏
夫

〈
文
字
で
は
な
く
「
声
」
を
探
し
て
―
〉
報
告
者
・
福
田
知
子

七
月
十
八
日
、《
詩
の
フ
ェ
ス
タ
》
で
の
佐
々
木
幹
郎
氏
の
公
演
に
先
立
っ

て
の
読
書
会
に
参
加
し
た
。チ
ュ
ー
タ
ー
は
季
村
敏
夫
氏
。佐
々
木
氏
と
は
十

九
歳
か
ら
の
付
き
合
い
が
あ
り
、
詩
人
と
し
て
の
客
観
視
は
困
難
と
し
な
が

ら
も
、そ
の
詩
精
神
に
つ
い
て
佐
々
木
幹
朗『
東
北
を
聴
く
―
民
謡
の
原
点
を

訪
ね
て
』（
２
０
１
４
、
岩
波
新
書
）
を
テ
キ
ス
ト
に
話
さ
れ
た
。

津
軽
三
味
線
二
代
目
高
橋
竹
山
と
と
も
に
東
日
本
大
震
災
直
後
に
被
災
地

の
村
々
を
行
脚
し
た
佐
々
木
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
東
日
本
大
震

災
が
起
こ
っ
た
と
き
、わ
た
し
が
一
番
欲
し
た
の
は
、東
北
の
声
を
聴
く
こ
と

だ
っ
た
。
濃
密
な
東
北
弁
の
声
を
聴
き
た
か
っ
た
（
中
略
）
求
め
て
い
る
の
は

文
字
で
は
な
か
っ
た
、
あ
く
ま
で
、
本
能
的
に
声
を
探
し
て
い
た
」。

季
村
氏
は
「
声
は
、〈
聴
こ
え
る
〉
も
の
で
は
な
く
、
聴
こ
え
な
い
も
の
に

潜
む
。
声
（
沈
黙
）
を
聴
き
と
る
、
こ
う
い
い
換
え
て
よ
い
と
お
も
う
」
と
述

べ
ら
れ
た
、テ
キ
ス
ト
で
佐
々
木
氏
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
詩「
す
べ
て
の
見
え

る
も
の
は
見
え
な
い
も
の
に
／
聞
こ
え
る
も
の
は
聞
こ
え
な
い
も
の
に
／
感

じ
ら
れ
る
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
に
／
付
着
し
て
い
る（
以
下
略
）」を
引

用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
こ
の
旅
を
通
じ
て
一
層
身
に
染
み
た
の

で
は
な
い
か
と
。

ま
た
本
書
で
佐
々
木
氏
は
、「
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、
想
定

で
き
な
い
も
の
の
な
か
に《
付
着
し
て
い
る
》も
の
を
こ
そ
、わ
た
し
た
ち
は

見
つ
め
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
で
の
想
像
力
を
鍛
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
季
村
氏
は
こ
う
し
た
声
を
「
沈
黙
」
と
捉
え
、
聴
こ

え
な
い
東
北
の
声
は
沈
黙
の
う
ち
に
潜
み
、
こ
の
沈
黙
の
声
を
ど
う
考
え
る

の
か
…
文
字
の
な
い
時
間
の
方
が
文
字
の
あ
る
時
間
よ
り
も
圧
倒
的
に
濃
密

で
あ
っ
た
こ
と
を
、例
え
ば
、本
居
宣
長
を
巡
っ
て
の
江
藤
淳
と
小
林
秀
雄
の

対
談
か
ら
、あ
る
い
は
、武
満
徹
の『
音
、沈
黙
と
測
り
あ
え
る
ほ
ど
に
』（
1

9
7
1
、
新
潮
社
）
か
ら
、
ま
た
太
田
省
吾
の
沈
黙
劇
「
小
町
風
伝
」「
水
の

駅
」を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
人
間
は
し
ゃ
べ
ら
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
り
、言

葉
を
も
た
な
い
こ
と
に
本
質
的
な
在
り
方
が
あ
る
。
荒
野
の
中
に
コ
ロ
ン
と

横
た
わ
る
石
や
黙
っ
て
死
ん
で
い
く
牛
…
こ
ら
れ
は
人
間
の
本
質
を
裸
像
と

し
て
あ
ら
わ
す
」
と
語
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
詩
語
の
在
り
方
と
し
て
、「
世
界
（
他
者
と
の
交
通
の
場
）
に

さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、訪
れ
る
者
と
の
対
話
」こ
そ
が
詩
の
こ
と
ば
で
は
な
い
か

と
。佐
々
木
氏
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
現
場
に
際
し
て
、次
の
よ
う
な
書
き
換
え

の
指
摘
が
印
象
的
だ
っ
た
。
佐
々
木
幹
朗
「
奇
妙
な
果
実
」（
詩
集
『
砂
か
ら
』

2002
年
、
書
肆
山
田
）
の
一
節
―
「
言
葉
を
さ
が
し
て
黙
っ
て
い
る
誰
か
に

伝
え
る
た
め
で
は
な
く
誰
に
も
伝
え
た
く
な
い
か
ら
黙
っ
て
い
る
」
⇒
誰
か

に
伝
え
る
た
め
に
黙
っ
て
い
る
（
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
現
場
へ
。

こ
の
改
作
に
つ
い
て
、季
村
氏
は「
こ
の
書
き
換
え
に
彼
の
世
界
に
向
か
う

姿
勢
が
出
て
い
る
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
世
界
」
は
い
う
ま

で
も
な
く
先
に
あ
げ
た
「
他
者
と
の
交
通
の
場
」
で
あ
ろ
う
。

③
〈
追
悼
〉「
梢
に
旅
立
つ
」
尾
崎
美
紀
〈
長
田
弘
追
悼
文
〉

④
〈
追
悼
〉「
伊
勢
田
史
郎
の
こ
と
」
直
原
弘
道

伊
勢
田
史
郎
は
一
九
二
九
年
生
ま
れ
で
、私
よ
り
年
上
で
あ
っ
た
が
、最
近

ま
で
何
度
も
私
の
病
床
に
見
舞
っ
て
く
れ
た
し
、
突
然
亡
く
な
る
と
は
思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
。

私
は
、
一
九
五
七
年
に
伊
勢
田
史
郎
が
属
す
る
詩
誌
「
輪
」
に
参
加
、「
輪
」

が
１
０
０
号
で
終
刊
し
た
の
ち
も
、伊
勢
田
が
発
刊
し
た
文
芸
誌「
階
段
」に

協
力
し
続
け
た
。
60
年
に
わ
た
る
詩
友
で
あ
る
。

私
の
心
に
残
っ
て
い
る
彼
の
初
期
詩
篇
を
探
し
た
の
だ
が
整
理
が
悪
く
て

見
つ
か
ら
な
い
。

処
女
詩
集『
エ
リ
ヤ
抄
』は
一
九
五
二
年
で
、第
二
詩
集『
幻
影
と
と
も
に
』

が
一
九
五
八
年
、
こ
の
第
二
詩
集
の
頃
か
ら
彼
詩
法
が
確
立
さ
れ
て
き
た
の
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③
〈
講
演
報
告
〉
佐
々
木
幹
郎
氏
の
講
演
要
旨

詩
を
〈
書
く
〉
こ
と
は
〈
待
つ
〉
こ
と
な
の
か
大
橋
愛
由
等

詩
に
ま
つ
わ
る
見
事
な
話
法
が
つ
づ
ら
れ
た
。

一
〇
月
四
日
（
日
）、
神
戸
市
中
央
区
の
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
に
て
、「
二
〇
一

五
年
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
・
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
が
開
催
さ
れ
、
第
一

部
に
は
、
詩
人
・
佐
々
木
幹
郎
氏
が
〈「
書
く
」
こ
と
、「
待
つ
」
こ
と
―
中

原
中
也
と
チ
ェ
ホ
フ
を
め
ぐ
っ
て
〉
を
テ
ー
マ
と
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。

佐
々
木
氏
の
語
り
は
、〈
書
く
〉〈
待
つ
〉〈
中
原
中
也
〉〈
チ
ェ
ホ
フ
〉
と

い
う
一
見
す
れ
ば
別
個
の
ア
イ
テ
ム
を
、詩
に
か
か
わ
る
人
た
ち
が
集
ま
る

会
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
詩
に
と
っ
て
な
に
が
重
要
か
を
中
心
に
据
え
な
が

ら
、こ
の
四
つ
の
ア
イ
テ
ム
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
話
を
つ
づ
っ
た
の
で

あ
る
。

佐
々
木
氏
は
、
詩
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
ふ
た
つ
挙
げ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
幼
児
体
験
。「
木
を
、〝
木
〞
と
呼
び
、
か
ぜ
を
、〝
風
〞

と
書
く
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
前
の
状
態
の
新
鮮
な
言
語
感
覚
。つ
ま
り
ど
の

人
間
に
お
い
て
も
、は
じ
め
て
言
葉
に
ふ
れ
た
幼
児
の
よ
う
に
言
葉
を
自
由

に
あ
や
つ
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
」
を
忘
れ
ず
に
い
る
こ
と
の
大
切
さ
。

ふ
た
つ
め
は
、
詩
を
い
つ
書
く
か
、
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
〈
い
つ
「
書

く
」
の
か
〉
は
、〈
ど
れ
だ
け
「
待
つ
」
の
か
〉
で
あ
り
、
そ
の
待
つ
時
間
が

く
た
と
え
「
一
瞬
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
待
つ
」
時
間
が
あ
る
〉
と
語

っ
た
。
こ
う
し
た
想
い
は
、
３
・
11
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
の
詩
情
況
か
ら

発
想
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。「
な
に
か
事
件
が
起
こ
っ
た
直
後
に
言
葉
を
発

す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、も
っ
と
時
間
を
か
け
る
べ
き
で
は

な
い
か
、
あ
る
い
は
書
か
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
議
論

が
あ
っ
た
な
か
で
、「
た
と
え
す
ぐ
に
書
き
出
し
た
と
し
て
も
、そ
の
一
瞬
の

う
ち
に
は
長
い
時
間
が
含
ま
れ
て
い
る
」と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。こ
の
書
く
こ
と
と
待
つ
こ
と
に
関
す
る
所
見
は
、小
林
秀
雄
の
評
論「
無

常
と
い
ふ
こ
と
」
か
ら
の
引
用
「
僕
は
、
た
ゞ
あ
る
充
ち
足
り
た
時
間
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
だ
け
だ
」
と
の
箇
所
と
響
き
あ
っ
て
い
る
。

書
く
ま
で
の
待
つ
時
間
は
た
と
え
短
く
と
も〈
充
ち
足
り
た
時
間
が
あ
っ
た

こ
と
の
思
ひ
出
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
小
林
の
引
用
は

さ
ら
に
中
原
中
也
の
詩
「
含
羞
」
の
中
の
「
あ
ゞ
！
　
過
ぎ
し
日
の
　
仄
燃

え
あ
ざ
や
ぐ
を
り
を
り
は
」
と
響
き
あ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
そ
の
中
也
で
あ
る
。佐
々
木
氏
は
諳
ん
じ
る
ほ
ど
に
親
し
ん
で
い

る「
曇
天
」の
作
品
に
言
及
す
る
。「
あ
る
朝
　
僕
は
　
空
の
下
に
、／
黒
い

旗
が
　
は
た
め
く
の
を
見
た
。」と
始
ま
る
詩
で
あ
る
。こ
の
詩
に
は「
奥
処
」

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
詩
を
訳
出
す
る
際
に
「
宇
宙
全
体
の

奥
底
」
と
い
う
意
味
で
中
也
が
創
り
出
し
た
言
葉
で
あ
る
。

「
曇
天
」に
は
こ
の「
奥
処
」が
意
味
す
る
よ
う
な
天
の
上
に
あ
る
場
所
や
、

「
か
の
時
こ
の
時
」
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
幼
少
時
か
ら
今
と
往
還
で
き
る
時

間
帯
、
さ
ら
に
は
解
釈
も
分
析
も
出
来
な
い
意
識
の
状
態
な
ど
が
、
発
見
さ

れ
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
也
は
詩
を
書
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
待

つ
」
こ
と
を
上
手
に
思
い
出
し
内
在
化
し
て
い
る
と
分
析
す
る
。

で
は
中
也
と
チ
ェ
ホ
フ
は
ど
こ
で
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。そ

れ
は
二
年
前
に
発
見
さ
れ
た
中
也
の
未
発
見
の
書
簡
と
関
連
し
て
い
る
。そ

の
書
簡
が
見
つ
か
っ
た
の
は
、中
也
と
親
交
が
あ
っ
た
安
原
善
弘
が
住
ん
で

い
た
家
か
ら
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
た
原
稿
用
紙
、
筆
記
具
、
独
特
の
字
の
ク

セ
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら
、中
也
が
昭
和
九
〜
一
一
年
に
書
い
た

も
の
と
推
定
さ
れ
た
。そ
の
推
定
に
い
た
る
ま
で
の
佐
々
木
氏
の
解
説
は
ス

リ
リ
ン
グ
で
か
つ
謎
解
き
を
し
て
い
る
よ
う
で
聴
く
者
を
魅
了
し
た
。

書
簡
で
は
チ
ェ
ホ
フ
の
小
説
「
黒
法
師
」
を
読
む
よ
う
中
也
は
安
原
に
薦

め
て
い
る
。
中
也
は
自
分
を
「
天
才
」
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
主
人

公
で
あ
る
若
者
が
、
蜃
気
楼
で
し
か
な
い
「
黒
法
師
」
か
ら
言
わ
れ
た
「
あ

ん
た
は
正
し
く
神
に
選
ば
れ
た
人
と
称
さ
れ
る
少
数
の
中
の
一
人
ぢ
や
」と

の
台
詞
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
は
ひ
い
て
は
、「
こ

の
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
創
作
者
の
孤
独
と
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い

者
」
と
し
て
の
自
覚
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
簡
か
ら
は
中
也
が
記
憶
違
い
も
含

め
て
チ
ェ
ホ
フ
を
読
み
込
ん
だ
時
間
が
う
か
が
え
、そ
の
時
間
が
す
な
わ
ち

〈
書
く
〉
ま
で
の
〈
待
つ
〉
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。〈第

38
号
〉



だ
と
私
は
思
う
。

ど
ん
な
に
暑
い
午
後
で
あ
っ
た
か

羊
帳
た
る
登
路
の
な
か
ば
　
の
岩
場
で
　
男
は

ひ
と
り

檸
檬
を
詔
っ
て
い
た

ひ
っ
そ
り
　
仰
向
い
て
　
そ
の
果
汁
を
啜
っ
て
い
た

陽
炎
　
が

ゆ
ら
ゆ
ら
　
と

立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る

（
以
後
略
）

こ
れ
は
彼
の
詩
語
の
典
型
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
透
過
し
、そ
れ
か
ら
抜
け
出
た
彼
の
詩
法

を
、想
像
し
て
も
ら
い
た
い
。か
れ
の
詩
法
に
は
、一
貫
し
て
現
実
へ
の
認
識

と
そ
れ
へ
の
批
評
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
要
す
る
に
稀
に
見
る
神
戸
詩
壇
の
逸
材
で

あ
っ
た
。

震
災
の
年
の
夏
、私
は
伊
勢
田
を
さ
そ
っ
て
、兵
教
組
の
中
国
訪
問
旅
行
に

同
伴
し
た
。重
慶
か
ら
の
数
日
に
わ
た
る
河
下
り
の
船
の
旅
、あ
の
旅
で
、震

災
に
よ
る
心
身
の
痛
手
も
い
く
ら
か
は
慰
め
ら
れ
た
と
思
う
。
伊
勢
田
史
郎

と
私
と
の
濃
密
な
友
情
の
証
し
で
あ
っ
た
。

⑤
伊
勢
田
史
郎
・
元
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
長
の
訃
報
と
略
歴（
別
枠
に
表
示
）

⑥
〈
詩
作
品
〉「
夢
の
中
」
橋
本
千
秋

⑦
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
植
村
孝
『
エ
ラ
ー
表
示
の

男
か
ら
』（
私
家
版
）▽
谷
部
良
一『
四
角
い
空
と
円
い
海
と
三
角
の
日
常
』（
土

曜
美
術
社
）
▽
橋
本
千
秋
『
夢
の
箱
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
『
安
水
稔
和
詩

集
成
』（
沖
積
舎
）

⑧
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑨
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

★
第
39
号
（
２
０
１
６
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
定
期
総
会
〉▽
第
20
回
定
期
総
会
が
２
０
１
７
年
５
月
９
日
神
戸
市
中
央

区
の
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。
第
一
部
は
た
か
と
う
匡
子
会
長
が
体
調

不
良
の
た
め
時
里
二
郎
副
会
長
が
開
会
挨
拶
。
第
二
部
は
永
井
ま
す
み
氏
が

「
万
葉
集
と
大
伴
家
持
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
し
た
。

②〈
講
演
記
録
〉総
会
第
二
部
の
講
演
の
報
告「
万
葉
集
と
大
伴
家
持
―
大
伴

家
持
さ
ん
私
を
そ
こ
へ
連
れ
て
行
っ
て
―
」
報
告
者
・
佐
伯
圭
子

永
井
ま
す
み
氏
の
講
演
は
『
万
葉
集
と
大
友
家
持
―
大
友
家
持
さ
ん
私
を

そ
こ
へ
連
れ
て
っ
て
―
』と
言
う
演
題
で
展
開
さ
れ
、琵
琶
奏
者
渡
辺
幸
子
氏

に
よ
る
筑
前
琵
琶
演
奏
が
華
を
添
え
て
最
後
印
象
深
い
も
の
に
な
っ
た
。

永
井
ま
す
み
氏
は
1
9
4
8
年
生
ま
れ
で
、詩
誌『
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
』同
人

『
現
代
詩
神
戸
』
編
集
担
当
。
現
在
ま
で
に
詩
集
『
ヨ
シ
ダ
さ
ん
の
夜
』『
弥
生

の
昔
の
物
語
』『
短
詩
集
』『
愛
の
か
た
ち
』『
永
井
ま
す
み
詩
集
「
新
・
日
本

現
代
詩
文
庫
１
１
０
」』
な
ど
が
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
集
と
し
て
は
「
弥
生
ノ
ー

ト
」
が
あ
る
。
詩
集
『
愛
の
か
た
ち
』
で
第
21
回
冨
田
砕
花
賞
受
賞
。
２
０
０

０
年
ご
ろ
か
ら
ビ
デ
オ
撮
影
と
編
集
に
興
味
を
持
ち
、最
近
は「
詩
朗
読
き
や

ら
ば
ん
」
と
称
し
て
朗
読
ビ
デ
オ
撮
影
と
編
集
の
た
め
日
本
全
国
を
駆
け
巡

る
。
２
０
１
１
年
か
ら
詩
の
方
向
を
弥
生
時
代
か
ら
万
葉
集
の
時
代
に
転
換

し
て
書
い
て
い
る
。

ま
ず
、万
葉
集
の
成
り
立
ち
を
永
井
氏
な
り
に
分
析
し〈
仮
説
１
、大
友
家

持
の
個
人
歌
集
だ
っ
た
〉〈
仮
説
２
、
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
時
、
家
財
と
共

に
書
物
も
没
収
さ
れ
た
〉と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
展
開
さ
れ
た
。そ
れ
は
永

井
氏
得
意
の
Ｐ
Ｃ
の
エ
ク
セ
ル
を
駆
使
し
て
歌
の
作
者
を
分
析
し
た
り
、
円

グ
ラ
フ
で
家
持
の
歌
、親
類
縁
者
の
歌
を
割
り
出
し
、ま
た
色
分
け
し
た
年
表

な
ど
を
作
成
、ス
ク
リ
ー
ン
に
写
し
示
さ
れ
た
。そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、大
友

家
持
と
明
記
さ
れ
て
い
る
歌
が
、４
４
７
首
、全
体
の
11
％
を
締
め
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
、ま
た
そ
の
歌
に
は
日
時
、場
所
、作
歌
時
の
気
持
ち
が
書
か
れ

て
い
る
こ
と
も
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。そ
し
て
、家
持
関
連
と
さ
れ
て
い
る

歌
が
17
％
あ
る
こ
と
、
縁
者
の
内
、
特
に
叔
母
（
父
親
大
友
旅
人
の
腹
違
い
の
妹
）

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
も
記
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
、
仮
説
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

万
葉
集
が
昨
今
、
多
く
の
人
人
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
こ
と
だ
。そ
こ
に
一
説
を
投
じ
て
い
る
永
井
氏
が
、近
年
万
葉
集
を
取

り
入
れ
て
詩
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
展
開
に

は
永
井
氏
の
想
像
力
と
筆
力
が
大
き
く
働

い
て
い
て
、
良
い
仕
事
に
な
っ
て
い
る
と
思

う
。
そ
し
て
今
回
の
演
題
に
注
目
し
、
大
友

家
持
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
を
聞

い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
丁
度

出
席
者
の
女
性
の
ひ
と
り
か
ら
同
趣
旨
の

質
問
が
あ
っ
た
。
多
分
「
大
友
家
持
の
ど
こ

に
惹
か
れ
た
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
質
問
に
対
し
て
永
井

氏
は
「
記
録
性
を
重
ん
じ
た
こ
と
」
と
、
も

う
ひ
と
つ
「
家
持
は
、
ひ
ら
が
な
に
多
く
接

す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
漢
字
を
学
ぶ
機
会

が
少
な
く
、恐
ら
く
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
。自
分
が
詩
を
書
く

の
も
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
故
」と
動
機
の
一
端
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
が
、演
者

ら
し
い
こ
と
ば
と
し
て
筆
者
の
心
に
残
っ
た
。

も
う
一
点
注
目
し
た
の
は
、大
友
家
持
が「
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
」の
首
謀

者
と
し
て
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
た
が
、（
死
後
、
－
家
持
の
死
後
２
０
日

後
に
事
件
は
起
き
た
－
２
０
年
の
後
に
無
実
が
認
め
ら
れ
る
）
歌
集
が
焚
書

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、政
治
的
な
と
こ
ろ
が
一
つ
も
無
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

と
永
井
氏
の
資
料
に
あ
る
。
変
遷
す
る
政
治
の
中
で
生
き
続
け
て
い
く
書
物

と
は
？

文
芸
に
関
わ
る
者
の
多
く
が
一
度
は
考
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

最
後
に
永
井
ま
す
み
氏
に
よ
る
大
友
家
持
ら
の
歌
の
朗
詠
と
琵
琶
の
演
奏

が
あ
っ
た
。「
朗
読
詩
の
中
に
取
り
込
ん
だ
万
葉
集
」
と
し
て
十
首
ほ
ど
レ
ジ

ュ
メ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。朗
詠
と
朗
詠
の
間
に
挟
ま
れ
た
、歌
の
背
景
の
朗

誦
と
、
渡
辺
幸
子
氏
に
よ
る
筑
前
琵
琶
の
演
奏
と
奏
者
に
よ
る
澄
ん
だ
朗
詠

が
印
象
深
く
華
を
添
え
た
。が
し
か
し
、大
友
家
持
の
歌〈
海
行
か
ば
　
水
漬
み
づ
く

く
屍か
ば
ね

山
行
か
ば
草
生む

す
屍
　
以
下
略
〉
の
歌
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、質
問
も
あ
っ
た
。こ
の
歌
は
、先
ず
家
持
の
歌
で
あ
る
と
い
う
記
憶
よ
り
、

む
し
ろ
戦
時
下
で
伝
え
聞
い
た
記
憶
が
あ
る
人
が
多
く
、
出
席
者
か
ら
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、永
井
氏
か
ら
は「
そ
れ
は
、利
用
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
ね
」
と
、
い
う
応
答
が
あ
っ
た
。
こ
の
歌
が
家
持
の
職
業
柄
（
兵
部

少
輔
他
）生
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
、利
用
さ
れ
や
す
い
内
容
や
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
、
い
ま
少
し
丁
寧
な
解
説
が
あ
っ
た
ら
良
か
っ
た
と
も
思

う
。

③
〈
文
学
紀
行
〉
第
４
回
文
学
紀
行
／
報
告
者
・
井
之
上
幸
代
（
別
枠
に
表
示
）

④
〈
詩
作
品
〉「
夢
の
中
」
橋
本
千
秋

⑤
〈
イ
ベ
ン
ト
記
録
〉「『
画
家
の
詩
、
詩
人
の
絵
〜
絵
は
詩
の
ご
と
く
、
詩
は

絵
の
ご
と
く
〜
』に
参
加
し
て
」に
し
も
と
め
ぐ
み
／
２
０
１
６
年
３
月
21
日

姫
路
市
立
美
術
館
で
行
わ
れ
た
展
覧
会「
画
家
の
詩
、詩
人
の
絵
」に
あ
わ
せ

て
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
。
パ
ネ
ラ
ー
に
鼓
直
（
ス
ペ
イ
ン
文
学

者
）・
時
里
二
郎
（
詩
人
）・
高
瀬
晴
之
（
姫
路
美
術
館
学
芸
員
）・
中
居
真
麻

（
小
説
家
・
画
家
）・
原
田
哲
郎
（
美
術
家
）
京
谷
裕
彰
（
詩
人
・
美
術
評
論

家
）。
司
会
は
大
橋
愛
由
等
。

⑥
〈
評
論
〉「
最
晩
年
の
竹
中
郁
」
季
村
敏
夫
（
別
枠
に
て
表
示
）

⑦
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
紫
野
京
子
『
切
り
岸
ま
で
』

（
砂
子
屋
書
房
）
▽
和
比
古
『
擬
人
の
構
図
』（
ユ
ニ
ウ
ス
）
▽
佐
藤
勝
太
『
名

残
の
夢
』（
Ｊ
Ｉ
ル
サ
ッ
ク
社
）
▽
野
田
か
お
り
『
宇
宙
（
そ
ら
）
の
箱
』（
澪

標
）
▽
望
月
逸
子
『
分
か
れ
道
』（
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
）
▽
森
田
美
千
代
『
寒

風
（
か
ぜ
）
の
中
の
合
図
（
シ
グ
ナ
ル
）』（
澪
標
）
▽
安
水
稔
和
『
声
を
あ
げ

よ
う
　
言
葉
を
出
そ
う
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
）
▽
鈴
木
漠
『
連

句
茶
話
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）

⑧
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑨
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

―2―

Hyogo Poetry Association {Bulletin Special Issue}                                     2023/12/1

⑦
〈
訃
報
・
略
歴
〉
伊
勢
田

い

せ

だ

史
郎
し
ろ
う

（
元
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
長
）

１
９
５
５
年
詩
誌
「
輪
」
を
創
刊
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
自
宅
が
全
壊

し
な
が
ら
、被
災
地
か
ら
の
文
化
復
興
を
め
ざ
す「
ア
ー
ト
ー
エ
イ
ド
・
神

戸
」
の
実
行
委
員
長
を
務
め
た
。
後
進
の
育
成
に
熱
心
で
、
兵
庫
県
現
代
詩

協
会
の
会
長
も
務
め
た
。大
阪
・
中
之
島
の
市
中
央
公
会
堂
を
造
っ
た
株
仲

買
人
・
岩
本
栄
之
助
の
生
涯
を
描
い
た『
ま
た
で
散
り
ゆ
く
』を
朝
日
新
聞

に
連
載
し
た
。
詩
集
に
『
低
山
あ
る
き
』『
熊
野
詩
集
』
な
ど
。
７
月
20
日
、

肝
臓
が
ん
で
死
去
。10
月
12
日
生
田
神
社
会
館
に
て「
伊
勢
田
史
郎
さ
ん
お

別
れ
の
会
」が
開
か
れ
、１
２
０
名
あ
ま
り
の
ゆ
か
り
の
方
が
た
が
集
っ
た
。

本
協
会
か
ら
も
た
か
と
う
会
長
は
じ
め
会
員
た
ち
が
出
席
し
た
。〈
第
38
号
〉
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③
第
４
回
文
学
紀
行
報
告
「
飛
鳥
散
策
」
報
告
者
・
井
之
上
幸
代

二
〇
一
六
年
三
月
六
日
。生
来
、好
奇
心
の
固
ま
り
だ
け
で
中
身
は
空
洞
だ
と
思
っ

て
生
き
て
い
る
毎
日
で
、
飛
鳥
散
策
の
文
学
紀
行
の
出
発
の
日
を
楽
し
み
に
し
て
い

ま
し
た
。

弥
生
と
は
名
の
み
朝
夕
は
肌
寒
く
心
な
し
か
固
き
蕾
の
膨
ら
む
桜
花
の
如
き
心
境

に
、バ
ス
は
お
構
い
な
く
一
路
、ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
に
て
大
阪
の
街
を
通
り
抜
け
て
、南

阪
奈
道
路
か
ら
葛
城
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
経
て
最
初
の
訪
問
地
の
「
今
井
町
」
に
到

着
。
近
鉄
樫
原
駅
の
沿
線
に
有
り
大
和
三
山
の
近
く
ら
し
い
。

今
井
町
は「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」に
平
成
五
年
匸
一
月
に
選
定
さ
れ

て
、天
下
を
争
う
織
田
、豊
臣
、徳
川
の
戦
国
時
代
に
一
向
宗
本
願
寺
の
坊
主
の「
今

井
兵
部
卿
豊
寿
」
の
寺
を
中
心
に
城
塞
都
市
の
形
態
を
整
え
て
、
戦
乱
を
逃
れ
た
由
、

か
つ
て「
大
和
の
金
は
今
井
町
に
七
分
」と
云
わ
れ
た
ほ
、繁
栄
し
た
町
で
現
在
も
五

百
軒
も
の
町
家
が
連
な
り
、
町
全
体
が
江
戸
時
代
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。

三
々
五
々
に
町
中
を
散
策
し
ま
し
た
が
、塵
ひ
と
つ
な
く
軒
下
に
は
、可
憐
な
花
鉢

が
色
と
り
ど
り
に
微
笑
み
か
け
て
昔
な
が
ら
の
生
業
を
伝
え
な
が
ら
、
整
然
と
し
た

中
に
古
式
爽
然
と
風
情
を
醸
し
出
し
て
時
を
忘
れ
る
か
の
ひ
と
と
き
で
、
忍
者
よ
ろ

し
く
迷
路
の
街
並
み
を
抜
け
出
し
ま
し
た
。

折
り
あ
る
毎
に
訪
ね
た
く
な
る
悠
久
の
都
は
、「
あ
す
か
・
飛
鳥
・
明
日
香
」。遠
い

昔
、見
渡
す
か
ぎ
り
稲
穂
が
黄
金
に
輝
い
て
法
隆
寺
の
塔
が
厳
か
で
、遥
か
に
東
の
若

草
山
が
か
ず
み
大
仏
さ
ま
や
シ
カ
が
懐
か
し
い
の
で
す
。

私
た
ち
の
訪
れ
た
飛
鳥
寺
は
静
か
な
場
所
の

農
村
地
帯
で
し
た
が
、日
本
最
初
の
寺
で
本
尊
は

飛
鳥
大
仏
（
釈
迦
如
来
像
）
で
す
。

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
の
は
飛
鳥
地
方
を

都
と
し
た
推
古
朝
前
後
の
時
代
の
六
世
紀
か
ら

七
世
紀
半
頃
。古
代
の
日
本
の
歴
史
は「
記
紀
」に

「
天
孫
降
臨
の
神
話
」が
語
り
継
が
れ
て
、天
皇
を

神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
時
代
の
側
近
の
神
教
派

と
、仏
教
伝
来
を
推
す
仏
教
の
側
近
と
の
争
い
は

国
政
を
二
分
す
る
重
大
事
件
が
あ
っ
た
。

「
ク
ー
デ
タ
ー
」
の
勃
発
は
曽
我
氏
と
物
部
氏

の
争
い
と
な
り
、寺
の
焼
き
討
ち
ゃ
ら
、寺
を
破
壊
し
た
り
、方
や
祟
峻
天
皇
の
暗
殺

を
し
た
り
と
静
か
な
山
村
は
、
阿
鼻
叫
喚
の
地
獄
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

飛
鳥
寺
の
創
建
時
は
塔
を
中
心
に
東
西
と
北
に
金
堂
を
配
し
外
側
に
回
廊
を
、
更

に
講
堂
を
含
む
壮
大
な
伽
藍
で
あ
っ
た
。飛
鳥
寺
の
西
側
の
田
の
道
の
一
角
に
、蘇
我

入
鹿
の
首
塚
が
有
り
無
念
の
声
が
聞
こ
え
る
。
蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
争
い
は
ど
ち
ら

が
善
で
ど
ち
ら
が
悪
な
の
だ
ろ
う
。

昼
食
は
、
日
本
料
理
「
膳
」
に
て
、
優
雅
な
お
も
て
な
し
の
春
の
食
材
は
、
湯
葉
、

筍
、
蕗
、
菜
の
花
、
天
ぷ
ら
、
釡
飯
、
に
宮
人
の
ほ
ほ
え
み
。

午
後
は
万
葉
文
化
会
館
へ
見
学
、神
代
の
時
代
よ
り
古
人
は
海
の
幸
、山
の
幸
を
求

め
陸
路
、海
路
を
駆
け
巡
り
、三
韓
征
伐
も
運
良
く
勝
っ
た
と
か
。朝
鮮
国
の
新
羅
・

百
済
と
の
交
流
を
深
め
て
「
阿
直
岐

あ
ち
と
き

」
は
シ
ナ
の
経
典
を
読
み
、「
王
仁

わ

に

」
は
学
者
で

日
本
の
漢
字
の
始
ま
り
と
な
る
。結
果
、宗
教
・
学
問
・
芸
術
・
文
化
・
産
業
・
工
芸

等
の
礎
と
な
っ
た
。

徒
歩
に
て
カ
メ
型
石
造
物
、飛
鳥
板
葺
宮
跡（
壬
申
の
乱
）を
見
た
後
、天
武
天
皇

即
位
、律
令
制
の
確
立
な
ど
の
説
明
を
受
け
る
。石
舞
台
古
墳（
日
本
最
大
の
石
室
を

持
つ
）は
蘇
我
馬
子
の
墓
の
可
能
性
あ
り
と
か
、高
松
塚
古
墳（
七
世
紀
末
〜
八
世
紀

初
）
は
貴
人
の
墓
と
の
話
を
聞
く
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
説
明
の
最
後
に
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
に
は
極
彩
色
で

男
女
の
す
が
た
が
描
か
れ
て
あ
り
、朱
雀
・
青
龍
・
白
虎
・
玄
武
の
四
神
図
と
、天
文

図
な
ど
は
日
本
の
墓
に
は
あ
り
ま
せ
ん
、と
の
こ
と
。古
代
に
は
近
隣
の
国
と
の
交
流

な
ど
で
た
く
さ
ん
の
渡
来
人
が
来
日
し
て
い
て
、
又
は
日
本
か
ら
隣
国
に
渡
っ
た
時

代
か
お
り
、
他
国
の
歴
史
に
も
目
を
む
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。〈
第
39
号
〉

⑩
〈
評
論
〉「
最
晩
年
の
竹
中
郁
」
季
村
敏
夫

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
一
九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
に
は
、断
絶
が
あ
る
。

こ
れ
は
海
野
弘
の
卓
見
で
あ
る
。断
絶
の
理
由
を
竹
中
郁
及
び
そ
の
周
縁
、或
い

は
、彼
ら
か
ら
遠
い
位
置
の
詩
人
に
即
し
問
い
直
し
て
み
る
。こ
の
こ
と
を
促
さ

れ
た
の
は
三
度
あ
っ
た
。
最
初
は
、『
山
上
の
蜘
蛛
―
神
戸
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
海
港

都
市
ノ
ー
ト
』（
み
ず
の
わ
出
版
）と『
窓
の
微
風
―
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
断
層
』（
同
上
）

を
た
て
続
け
に
上
梓
し
た
と
き
。

二
度
目
は
亜
騎
保
や
小
林
武
雄
ら
の『
神
戸
詩
人
』五
冊
及
び
竹
中
郁
ら
の
第

二
次『
羅
針
』十
冊
な
ど
の
翻
刻（
都
市
モ
ダ
ユ
ズ
ム
詩
誌
二
十
七
巻『
神
戸
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
』（
ぬ
ま
に
書
房
）を
す
す
め
て
い
た
と
き
。三
度
目
は
現
在
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
試
み
、そ
の
モ
チ
ー
フ
や
成
果
、今
後
の
課
題
な
ど
を
公
開
の
場
で

議
論
し
た
い
、今
般
、関
西
学
院
大
学
の
大
橋
毅
彦
氏
ら
の「
神
戸
近
代
文
化
研

究
会
」
か
ら
要
請
さ
れ
た
。

声
が
か
か
れ
ば
、ひ
き
受
け
る
。こ
れ
は
、阪
神
大
震
災
後
の
自
分
に
命
じ
た

作
法
だ
っ
た
の
で
即
座
に
従
っ
た
。
だ
が
た
ち
ま
ち
、
思
考
の
難
渋
が
始
ま
っ

た
。こ
れ
ま
で
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
タ
イ
ト
ル
に
付
加
し
た
り
、拙
論
で
何
度
も
繰

り
出
し
て
き
た
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
懐
疑
が
襲
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

竹
中
郁
や
神
戸
詩
人
事
件
に
関
す
る
言
説
に
触
れ
た
き
、
必
ず
と
い
っ
て
い

い
く
ら
い
眼
に
す
る
の
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。そ
の
と
き
、ぼ
く
は
い
つ
も
何

が
し
か
の
違
和
、ず
れ
の
よ
う
な
お
も
い
を
抱
い
て
き
た
。何
が
し
か
、こ
う
書

く
の
は
な
ぜ
か
。ず
れ
は
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
前
に
立
ち
す
む
か
ら
な

の
だ
が
、こ
の
言
葉
の
選
択
を
自
明
に
し
な
い
、自
分
に
と
っ
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
明
ら
か
に
さ
せ
る
、い
い
か
え
れ
ば
、行
使
す
る
言
葉
と
言
葉
の
行
使
を
同
時

に
疑
う
過
程
を
徹
底
化
さ
せ
る
、
と
い
う
自
省
が
訪
れ
た
。

た
と
え
ば
、
お
洒
落
、（
イ
カ
ラ
な
ど
と
い
う
形
容
は
ふ
る
い
に
か
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
山
本
俊
幸
氏
の
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
性
を
抜
き
に
し
て
は
、
昭
和
初
年
か
ら
十
年
ご
ろ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

詩
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。も
し
、こ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
を
除
い
て
こ
の
時

代
の
詩
を
語
ろ
う
す
れ
ば
、

そ
れ
は
片
手
落
ち
と
い
う
も

の
だ
ろ
う
」。﹇
註
一

確
か
に
一
九
三
〇
年
代
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
は
、
デ
パ

ー
ト
や
映
画
館
が
建
ち
並
ぶ

街
路
を
闊
歩
す
る
モ
ダ
ン
ガ

ー
ル
や
モ
ボ
の
ゆ
ら
ぎ
と
と

も
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
音

楽
、
歌
劇
、
映
画
、
写
真
、
絵

画
な
ど
他
分
野
の
は
な
や
ぎ

が
も
ん
ど
り
う
っ
て
押
し
寄
せ
て
い
た（
先
の『
神
戸
の
モ
ダ
ユ
ズ
ム
ロ
』の
関

連
年
表
で
は
三
宮
周
辺
の
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
）。

詩
の
同
人
誌
を
み
て
も
同
じ
で
あ
る
。
君
本
昌
久
と
安
水
稔
和
が
作
成
し
た

詩
の
年
表
の
一
九
三
一
年
（
満
洲
事
変
勃
発
）
か
ら
三
三
年
（
第
一
次
『
四
季
』

創
刊
）、
ま
さ
に
創
刊
の
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ど

の
レ
ス
プ
リ
ー
ヌ
ー
ボ
ー
の
波
を
浴
び
、
山
本
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

で
は
竹
中
郁
の
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
は
ど
う
か
。
パ
リ
に
赴
く
前
の
二
〇

年
代
、
ダ
ダ
や
構
成
主
義
を
と
り
入
れ
て
い
た
岡
本
唐
貴
や
浅
野
孟
府
ら
と
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
三
宮
神
社
境
内
の
カ
フ
ェ
ー
・
ガ
ス
で
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
六

年
忌
の
詩
の
展
覧
会
開
催
。こ
の
尖
端
的
な
精
神
は
、三
〇
年
代
に
は
明
ら
か
に

影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
二
〇
年
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
思
潮
だ
が
、
神
戸
に
も
芽
生
え
て

い
た
。マ
ヴ
ォ
関
西
支
部
の
牧
寿
雄
主
催
の
萩
原
恭
次
郎
の
第
一
詩
集『
死
刑
宣

告
』
の
出
版
記
念
会
が
湊
川
神
社
の
前
の
カ
フ
ェ
ー
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。で
は
、半
裸
状
態
で
逆
立
ち
、女
装
し
て
ダ
ン
ス
に
興
じ
る
村

山
知
義
ら
の
マ
ヴ
ォ
を
神
戸
に
ひ
き
こ
ん
だ
詩
人
は
誰
か
。詩
人
で
は
な
く
、神

戸
ロ
ン
ダ
組
の
ア
ナ
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
か
。い
ま
だ
不
明
だ
が
、ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
の
地
盤
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
最
晩
年
の
竹
中
は
、
化
け
物
屋
敷
と
呼
ば
れ
て
い
た
原
田
の
西
洋

館
で
前
衛
劇
を
試
み
た
こ
と
、相
当
に
い
や
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。そ

れ
は
室
生
犀
星
の
よ
う
に
、
晩
年
に
自
ら
の
若
書
き
を
改
作
し
た
こ
と
に
繋
が

る
の
か
。い
や
違
う
、敗
戦
を
モ
ダ
エ
ズ
ム
の
敗
北
と
受
け
と
め
直
す
、深
く
激

し
い
拒
絶
だ
っ
た
と
お
も
う
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
足
立
巻
一
が
描
く
（『
評
伝
竹
中
郁
』
理
論
社
）
死
を
前
に
し
た

竹
中
郁
は
難
解
で
あ
る
。そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。「
入
院
中
、見
舞
い
に
伺
う
と
、

「
自
分
に
は
『
動
物
磁
気
』
と
『
ポ
ル
カ
　
マ
ズ
ル
カ
』
と
の
二
冊
が
あ
れ
ば
い

い
。全
詩
集
は
い
ら
な
い
」と
も
ら
し
た
。（
中
略
）そ
れ
を
口
に
出
し
た
瞬
間
、

竹
中
の
表
情
が
一
変
し
た
の
に
わ
た
し
は
あ
わ
て
て
し
ま
い
、
病
院
を
飛
び
出

し
た
の
で
あ
る
。わ
た
し
は
帰
り
の
自
動
車
の
な
か
で
、竹
中
の
泣
き
出
し
そ
う

な
顔
が
ひ
ど
く
気
が
か
り
に
な
り
、『
全
詩
集
』
の
こ
と
を
持
ち
出
し
だ
の
を
悔

い
た
」。
泣
き
出
し
そ
う
な
表
情
、
痛
切
で
あ
る
。
二
〇
年
代
や
三
〇
年
代
の
作

品
を
な
ぜ
抹
殺
し
た
か
っ
た
の
か
。足
立
巻
一
の
衝
撃
と
悔
い
、ぼ
く
に
も
ず
し

り
残
さ
れ
、
あ
ら
だ
な
思
考
を
促
さ
れ
る
。

「
註
」

引
用
は
山
田
俊
幸「
竹
中
郁
論
」（『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
奔
流
』翰
林
書
房
、所
収
）。

帝
塚
山
学
院
大
学
教
授
。な
お
同
大
学
ホ
ー
ル
で
三
月
三
十
日「
普
段
着
の
杉
山
平

一
先
生
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
山
田
俊
幸
氏
と
杉
山
氏
の
ご
長
女
の
木
股
初
美
氏

の
ト
ー
ク
が
あ
っ
た
。両
氏
に
関
し
て
は
　『
び
ー
ぐ
る
』第
十
七
号
二
〇
一
二
年

十
月
、
特
集
・
杉
山
平
一
参
照
。
　

〈
第
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竹中郁



★
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40
号
（
２
０
１
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年
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日
発
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、
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頁
）

①
〈
報
告
〉
10
月
２
日
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
・
リ
リ
ー
（
神
戸
市
中
央
区
）
の
間
に

お
い
て「
２
０
１
６
年
・
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

た
。今
年
度
は
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
設
立
20
周
年
に
あ
た
り
、詩
の
フ
ェ
ス
タ

ひ
ょ
う
ご
の
イ
ベ
ン
ト
の
過
去
の
企
画
な
ど
の
推
移
に
も
思
い
を
は
せ
ら
れ

た
。
第
一
部
は
詩
人
・
高
橋
睦
郎
氏
の
講
演
。
が
始
ま
っ
た
。
テ
ー
マ
は
「
女

性
詩
の
力
に
導
か
れ
て
」。「
女
性
詩
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
講
演
実
体
験
を
踏
ま

え
た
貴
重
な
内
容
で
、
現
代
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
古
典
文
学
に
通
じ
た
高
橋
氏

の
創
作
の
一
端
に
触
れ
ら
れ
た
。こ
の
こ
と
は
呪
文
、巫
女
の
唱
え
る
言
葉
な

ど
の
広
い
範
囲
か
ら
、
女
性
に
ょ
し
ょ
う

性
が
通
低
し
て
い
る
秘
密
の
在
り
方
の
な
か
に

詩
の
本
質
を
見
て
、「
自
己
主
授
で
は
な
く
、
自
己
開
放
で
す
」
と
話
さ
れ
た

高
橋
氏
を
支
え
る
強
い
詩
意
識
で
は
な
い
か
、と
思
う
。第
二
部
の
自
作
詩
朗

読
会
は
、大
西
隆
志
常
任
理
事
の
司
会
で
開
始
。今
回
の
応
募
者
は
十
四
名
で

あ
っ
た
。

②
〈
講
演
記
録
〉「
高
橋
睦
郎
さ
ん
の
講
演
に
つ
い
て
」
―
『
女
性
詩
の
力
に

導
か
れ
て
』
報
告
者
・
梅
村
光
明

「
高
橋
睦
郎
で
す
。
今
日
の
講
演
の
タ
イ
ト
ル
、
実
は
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
言

葉
の
パ
ク
リ
で
し
て
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
す
。「
永
遠

に
女
性
な
る
も
の
我
ら
を
導
く
」、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
僕
の
実
感
で
す
。

僕
は
ま
も
な
く
七
九
歳
に
な
り
、
振
り
返
れ
ば
そ
の
半
生
の
中
心
は
「
詩
」

で
し
た
。
そ
の
「
詩
」
が
中
心
の
人
生
に
僕
を
導
い
て
く
れ
た
の
は
、
男
性
で

は
な
く
女
性
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
実
感
し
ま
す
。

中
学
に
入
学
し
て
、本
当
の
意
味
で
の
詩
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。同

級
生
に
誘
わ
れ
て
文
芸
部
に
入
り
、蔵
書
の
一
冊
で
あ
っ
た
呉
茂
一
訳『
ギ
リ

シ
ア
・
ラ
テ
ン
抒
情
詩
選
』を
読
み
、何
か
分
か
ら
な
い
が
打
ち
震
え
る
感
動

を
覚
え
た
。
そ
れ
が
詩
と
の
出
会
い
だ
と
思
い
ま
す
。

文
芸
部
の
柳
田
千
鶴
先
生
の
指
導
で
詩
作
が
習
慣
に
な
り
、
僕
は
書
く
こ

と
を
覚
え
て
し
ま
い
も
う
抜
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
も
女
性
の
先
生
で

す
ね
。こ
れ
が
、後
に
女
性
詩
人
た
ち
に
導
か
れ
る
底
流
に
な
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

本
題
の
女
性
詩
に
入
り
ま
す
と
、
僕
が
女
性
詩
人
で
最
初
に
大
き
な
影
響

を
受
け
た
の
は
、片
瀬
博
子
と
い
う
人
で
し
た
。一
九
二
八
年
に
生
ま
れ
て
二

〇
〇
八
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
読
み
返
す
べ
き
重
要
な
詩
人
だ
と
僕
は

思
い
ま
す
。

片
瀬
さ
ん
と
の
出
会
い
は
一
九
五
九
年
で
し
た
。
福
岡
学
芸
大
学
の
四
年

生
の
時
に
結
核
に
罷
り
、死
を
考
え
る
が
生
活
保
護
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

県
内
の
結
核
療
養
所
に
入
所
し
ま
す
。入
所
直
前
に
出
し
た
第
一
詩
集『
ミ
ノ

あ
た
し
の
雄
牛
』
に
よ
り
、
推
薦
さ
れ
て
同
人
誌
「
地
球
」
に
同
人
費
免
除
で

加
わ
り
ま
し
た
。

片
瀬
さ
ん
も
同
時
期
に「
地
球
」同
人
に
な
り
、知
り
合
っ
て
か
ら
見
舞
い

に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。詩
の
話
を
よ
く
し
ま
し
た
。治
っ
て
か

ら
は
彼
女
の
家
を
僕
が
訪
れ
、付
き
合
い
は
続
き
ま
し
た
。片
瀬
さ
ん
の
詩
は
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⑤
〈
読
書
会
〉
第
10
回
読
書
会
「
高
橋
睦
郎
さ
ん
の
詩
に
つ
い
て
―
チ

ュ
ー
タ
ー
時
里
二
郎
―
」
     報
告
者
・
田
中
信
爾

（
１
）
は
じ
め
に

時
里
氏
と
知
り
合
い
で
あ
っ
た
望
月
通
陽
氏
、こ
の
方
は
染
色
家
で
、今
で
は
、ブ
ロ

ン
ド
、鉄
な
ど
に
作
品
を
広
げ
て
お
ら
れ
る
が
、こ
の
方
の
招
き
で
大
分
へ
行
く
機
会
が

あ
っ
た
。こ
こ
へ
高
橋
氏
が
講
演
に
来
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、こ
の
三
人
の
繋
が

り
の
中
で
、今
秋
の
高
橋
氏
の
神
戸
で
の
講
演
の
快
諾
を
得
た
。高
橋
氏
の
基
本
的
な
人

生
観
は
、
恥
し
い
者
、
醜
い
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
（
お
で
き
〉
の
よ
う
な
者
で
あ
る
。
し

か
し
裏
を
返
せ
ば
一
種
特
別
な
存
在
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
を
越
え
た
セ
ン

サ
ー
の
よ
う
な
存
在
と
も
い
え
る
。

（
２
）
六
〇
年
代
の
詩
人
た
ち

六
〇
年
代
の
代
表
的
な
詩
人
と
い
え
ば
、
吉
増
剛
造
、
岡
田
隆
彦
、
天
沢
退
二
郎
、
渡

辺
武
信
、
鈴
木
志
郎
康
、
北
川
透
な

ど
の
詩
人
達
で
あ
っ
た
。こ
れ
ら
の
詩
人
達
の
特
徴
は
、特
異
な
イ
メ
ー
ジ
、ス
ピ
ー
ド

感
、
完
成
の
拒
否
、
モ
ラ
ル
の
排
除
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
高
橋
氏

の
詩
的
出
発
は
非
常
に
古
典
的
な
、言
葉
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、そ
う
い
う

意
味
で
は
異
端
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
詩
学
、
神
（
ポ
エ
ジ
ー
）

し
る
し
な
き
神（
ポ
エ
ム
）に
例
え
ら
れ
、ポ
エ
ジ
ー
が
ポ
エ
ッ
ト
を
選
ぶ
と
い
う
図
式

に
な
る
。
ポ
エ
ジ
ー
を
受
け
止
め
ポ
エ
ム
を
生
み
出
す
詩
人
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学

の
世
界
と
い
え
る
。

（
３
）
大
ス
ラ
ン
プ
の
時
代

一
九
七
一
年
『
頒
－
は
め
う
た
』
か
ら
、
一
九
八
二
年
『
王
国
の
構
造
』（
藤
村
記
念

歴
程
賞
）ま
で
の
諸
作
は
、作
者
に
よ
れ
ば
大
ス
ラ
ン
プ
の
時
代
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
書

い
て
い
て
も
手
応
え
を
感
じ
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。し
か
し
、時
里
氏
に
よ
れ
ば
皮
肉
に

も
こ
れ
ら
の
諸
作
は
素
晴
ら
し
く『
王
国
の
構
造
』は
、バ
イ
ブ
ル
と
い
え
る
詩
集
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
作
品
は
言
葉
に
よ
る
大
き
な
聖
堂
で
あ
り
、
こ
こ
に
詩
人
の
（
私
）
は

入
っ
て
来
な
い
。
こ
れ
が
大
き
な
特
質
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
４
）
詩
人
を
「
着
る
」

一
九
八
二
年『
鍵
束
』に
よ
り
ス
ラ
ン
プ
の
時
期
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ
れ
は

交
通
事
故
に
よ
る
入
院
を
契
機
に
そ
れ
を
自
覚
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
他
者
へ
捧
げ
る

詩
で
あ
っ
た
り
、
哀
悼
の
詩
で
あ
っ
た
り
す
る
。
例
え
ば
「
小
夜
子
」
と
い
う
哀
悼
詩
で

は
、「
顔
も
体
も
な
い
」
詩
人
が
、
他
者
（
死
者
を
含
む
）
を
着
る
と
い
う
形
で
、
他
者

と
同
時
に
「
私
」
を
も
表
現
し
て
い
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。「
私
」
は
生
身
の
私

で
は
な
い
。そ
れ
は
古
典
芸
能
で
あ
る
能
に
近
い
。演
者
が
、平
家
の
霊
を
登
場
さ
せ
る

の
は
ワ
キ
（
僧
侶
）
で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
は
能
の
ワ
キ
に
近
い
存
在
と
考
え
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）
短
歌
、
俳
句
な
ど

句
集
と
し
て
『
稽
古
飲
食
』、
歌
集
と
し
て
『
持
た
な
週
末
』
が
あ
る
。
後
者
は
必
ず

し
も
面
白
い
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
非
常
に
形
而
上
的
な
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
、
高
橋
氏
の
「
私
性
」
の
転
換
に
つ
い
て
い
え
ば
、
時
里
氏
が
「
現
代
詩
手
帖
」

（
二
〇
一
五
年
）
に
書
か
れ
て
い
る
し
て
や
ま
な
い
詩
人
の
『
私
性
』
で
あ
り
、
そ
れ
も

詩
に
う
つ
り
こ
む
影
の
よ
う
に
、作
品
空
間
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。修
辞
の
埴
蝿
は

常
に
か
ら
つ
ぼ
で
あ
る
」。

そ
れ
は「
ち
ょ
う
ど『
小
夜
子
』に
お
い
て
、サ
ヨ
コ
が
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
よ
う
に
」、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
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⑥
〈
未
収
録
詩
の
発
掘
〉『
竹
中
郁
詩
集
成
』
未
収
録
作
品

季
村
敏
夫

戦
時
下
の
東
京
か
ら
刊
行
さ
れ
た
同
人
誌
『
航
海
表
』
三
号
（
昭
和
三
年
九
月
発

行
、
編
輯
兼
發
行
者
中
村
喬
、
發
行
所
聖
保
羅
詩
學
協
會
、
市
外
澁
谷
町
長
谷
戸
廿

七
番
地
）
に
竹
中
郁
の
小
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

航
海
の
手
帳
（
印
象
の
き
れ
ざ
れ
）

ト
ミ
タ
サ
ン
ニ

竹
中
郁

・
神
戸
解
績

ロ
ン
グ
サ
イ
ン
が
牛
の
や
う
に
鳴
い
た
。
　
僕
は
花
束
と
サ
ア
ペ
ン
タ
イ

ン
と
に
埋
ま
っ
て
、
ま
る
で

楽
し
い
牧
場
に
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
　
母
親
の
涙
が
太
陽

お
て
ん
と
さ
ま
に
向

つ
て
、
遠
い
丙
眼
鏡
の
や
う
に

光
っ
て
ゐ
た
。

・
門
司

何
て
美
し
い
石
炭
だ
ら
う
。
　
石
炭
は
勞
働
者
の

手
か
ら
手
へ
渡
っ
て
、
い
よ
い
よ
火
夫
が
投
げ
込
む

時
に
は
、
か．
つ．
と．
眼
を
む
く
寶
石
だ
。

・
八
幡

二
等
客
車
に
乗
っ
て
き
た
貴
婦
人
の
、
そ
つ
と
覗

い
た
白
足
袋
が
、
家
な
し
猫
の
や
う
に
汚よ

ご
れ
て
ゐ
た
。

皮
肉
に
も
。

・
上
海

使
ひ
残
し
た
小
洋
貨

し
や
う
や
ん
三
枚
を
、
怪
し
い
支
那
人
と

両
替
す
る
よ
り
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ア
二
箱
と
一

束
の
三
色
董

パ
ン
ジ
ヰ

と
を
買
っ
た
方
が
、
は
る
か
に
気
持
は

せ
い
せ
い
す
る
。

・
香
港

こ
こ
は
要
塞
地
帯
で
す
。
う
っ
か
り
書
い
て
罰
金

と
ら
れ
ち
や
つ
ま
ら
な
い
。

・
新
嘉
坡

水
に
沈
ん
で
ゆ
く
銀
貨
を
追
っ
か
け
て
、
黒
ん
坊

は
足
の
裏
を
み
せ
る
。
　
あ
あ
、
そ
こ
だ
け
が
、
ペ

ン
キ
を
塗
つ
た
や
う
に
白
い
。
　
僕
は
い
く
た
び
、

銀
貨
を
海
に
投
げ
た
だ
ろ
う
。

・
ジ
ヨ
ホ
ー
ル
王
国

王
妃
の
墓
石
に
ば
ら
ま
か
れ
た
蘭
の
花
に
匂
ひ
の

た
か
さ
、
そ
の
う
へ
で
背
中
を
く
ね
ら
せ
て
ゐ
た
一

匹
の
蜥
蜴

と
か
げ

の
美
し
さ
。
熱
帯
園
の
午ひ

る
さ
が
り
。

・
コ
ロ
ン
ボ

印
度
人
の
寶
石
商
人
、
偽
の
硝
子

ガ
ラ
ス

の
玉
で
さ
へ
、

彼
等
の
肌
の
傍
で
は
美
し
い
。
夫
人

お
く
さ
ん
、
だ
ま
さ
れ

て
で
も
買
ひ
ま
せ
う
。

・
亞
典

不
毛
だ
。
　
蚤
も
か
く
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

そ
れ
な
の
に
黒
死
病

ペ

ス

ト

が
流
行

は

や

っ
て
ゐ
て
、
僕
ら
船
客

た
ち
は
上
陸
禁
止
を
く
ら
つ
た
。

ト
ミ
タ
と
は
富
田
彰
で
、第
一
次『
羅
針
』時
に
竹
中
郁
の
周
辺
に
い
た
詩
人
で
あ

る
。『
羅
針
』
十
二
号
（
大
正
十
五
年
）
の
広
告
欄
に
富
田
彰
の
近
刊
詩
集
『
窓
の
微

風
』と
あ
る
が
、一
冊
の
詩
集
を
出
す
こ
と
な
く
京
都
で
自
殺
し
て
い
る
。同
志
社
大

学
入
学
、天
野
隆
一
主
宰
の『
青
樹
』（
京
都
詩
人
協
曾
）に
三
号（
大
正
十
四
年
）か

ら
参
加
、
や
が
て
関
西
学
院
英
文
科
へ
転
学
、
さ
ら
に
立
教
大
学
へ
、『
航
海
表
』
を

主
宰
し
た
中
村
喬
と
は
そ
の
と
き
に
知
り
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

※
拙
著
『
窓
の
微
風
Iモ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
断
層
』（
み
ず
の
わ
出
版
）
の
「『
羅

針
』
の
富
田
彰
の
こ
と
」
参
照
。
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僕
に
と
つ
て
は
全
く
新
し
い
世
界
で
、
こ
れ
を
一
口
で
言
う
と
命
の
頂
点
に

お
い
て
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
が
結
び
付
い
た
、
性
愛
と
死
が
結
び
付
い
た
そ

う
い
う
詩
で
し
た
ね
。

結
核
罷
病
者
は
教
職
に
就
け
な
い
こ
と
を
知
り
、
卒
業
式
の
翌
日
上
京
す

る
ん
で
す
。そ
し
て「
地
球
」の
集
ま
り
で
同
郷
の
詩
人
安
西
均
に
出
会
い
ま

す
。あ
る
時
安
西
の
会
社
、日
本
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
に
行
っ
た
ら
、今
日
か

ら
バ
イ
ト
し
て
み
ま
す
か
、
と
言
わ
れ
バ
イ
ト
で
入
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
入
っ
て
二
年
経
っ
て
詩
集
を
出
し
ま
し
た
が
、あ
る
日
、谷
川
俊
太

郎
と
ば
っ
た
り
会
い
、実
は
詩
集
を
出
そ
う
と
思
っ
て
お
り
、も
し
日
を
通
し

て
頂
い
て
お
気
に
召
し
た
ら
、何
か
書
い
て
下
さ
い
ま
す
か
と
言
っ
た
ら
ば
、

「
じ
ゃ
あ
送
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
政
文
を
書
い
て
下
さ
り
詩

集
『
替
薇
の
木
　
に
せ
の
恋
人
た
ち
』
が
出
た
。

そ
の
詩
集
に
対
し
て
非
常
に
好
意
的
な
批
評
を
し
て
く
れ
た
の
が
、
多
田

智
満
子
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
。そ
の
後
、白
石
か
ず
こ
に
紹
介
さ
れ
て
、彼
女

と
お
付
き
合
い
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

僕
の
中
に
は
元
々
、キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
へ
の
関
心
と
同
じ
ぐ
ら
い
、古

代
ギ
リ
シ
ャ
的
な
世
界
へ
の
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
へ
の

関
心
に
お
い
て
、僕
を
導
い
て
く
れ
た
の
が
片
瀬
博
子
な
ら
、古
代
ギ
リ
シ
ャ

的
世
界
へ
導
い
て
く
れ
た
の
は
、
僕
を
弟
的
存
在
と
し
て
一
歩
先
ん
じ
て
共

に
歩
ん
で
く
れ
た
多
田
智
満
子
さ
ん
で
し
た
。

多
田
さ
ん
と
僕
の
歩
み
に
は
も
う
一
人
同
行
者
が
居
ま
し
た
。
鷲
巣
繁
男

と
い
う
存
在
で
し
た
。
僕
た
ち
は
三
人
が
共
に
敬
愛
す
る
呉
茂
一
先
生
を
顧

問
格
に「
饗
宴
」と
い
う
名
の
同
人
雑
誌
を
出
し
ま
し
た
。そ
の
事
で
多
田
さ

ん
と
僕
は
一
層
親
し
く
な
り
ま
し
た
。

多
田
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
て
、
そ
の
前
に
僕
が
詩
集
を
二
冊
編
集
し
た
の

は
、
多
田
さ
ん
へ
の
長
年
の
付
き
合
い
に
対
す
る
細
や
か
な
恩
返
し
で
す
。

多
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
が
二
〇
〇
三
年
一
月
で
、
片
瀬
さ
ん
は
一
九
九

三
年
に
脳
出
血
で
倒
れ
て
い
ま
す
。ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
に
育
っ
た
人
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
を
や
り
、教
会
堂
建
設
に
非
常
に
尽
力
し
て
、そ
の

献
堂
式
に
出
た
、そ
の
後
に
倒
れ
た
ん
で
す
。そ
の
後
の
、リ
ハ
ビ
リ
期
間
中

に
書
い
た
詩
が
本
当
に
素
晴
ら
し
い
ん
で
す
。倒
れ
た
後
の
詩
が
。そ
し
て
詩

集
を
纏
め
た
い
と
言
う
の
で
、『
片
瀬
博
子
詩
集
』
を
僕
は
編
集
し
ま
し
た
。

片
瀬
博
子
と
多
田
智
満
子
と
い
う
優
れ
た
女
性
詩
人
に
出
会
い
、
導
か
れ
る

こ
と
が
無
か
っ
た
ら
、
自
分
の
詩
は
随
分
貧
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
事
だ
け
は
言
え
ま
す
。

結
局
僕
は
女
性
詩
人
、
あ
る
い
は
女
性
歌
人
・
俳
人
か
ら
色
ん
な
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
女
性
詩
人
と
は
一
体
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う

事
で
す
が
、
そ
の
前
に
詩
は
い
か
に
し
て
発
生
し
た
の
か
を
説
明
し
ま
す
。

詩
に
は
宗
教
の
中
か
ら
詩
が
発
生
、あ
る
い
は
男
女
の
恋
か
ら
発
生
し
た
、あ

る
い
は
労
働
歌
と
か
、そ
う
い
う
中
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
、三
つ
の
大
き
な

説
が
あ
り
ま
す
。

僕
は
日
本
人
で
あ
る
所
為
か
、恋
愛
発
生
説
に
傾
き
ま
す
。そ
れ
は
宗
教
含

み
の
恋
愛
発
生
説
で
す
。恐
ら
く
歌
の
起
こ
り
は
、男
神
か
ら
妻
で
あ
る
巫
女

へ
呼
び
か
け
た
の
で
、男
性
か
ら
歌
が
始
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、神
に
は
本

来
音
声
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、そ
れ
は
巫
女
の
口
を
借
り
て
歌
い
出
す
と
。つ

ま
り
、巫
女
と
い
う
女
性
こ
そ
が
最
初
の
う
た
び
と
歌
人
で
あ
り
、詩
人
だ
っ

た
の
が
男
性
に
奪
わ
れ
た
、
そ
れ
が
詩
の
歴
史
だ
と
言
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

事
実
の
上
で
も
、日
本
の
最
初
の
大
歌
人
は
巫
女
的
要
素
の
強
い
、額
田
王

で
す
ね
。そ
の
後
輩
と
し
て
宮
廷
歌
人
の
柿
本
人
麻
呂
が
い
ま
す
。宮
廷
歌
人

は
天
皇
及
び
皇
族
な
ど
男
性
的
な
も
の
に
対
し
て
、
女
性
的
ス
タ
ン
ス
に
自

分
を
置
い
て
歌
う
、
そ
う
い
う
存
在
で
す
。

人
麻
呂
に
続
く
山
部
赤
人
も
大
伴
家
持
も
、の
ち
の
紀
貫
之
、西
行
、定
家
、

能
の
世
阿
弥
、
俳
譜
の
芭
蕉
も
大
詩
人
は
悉
く
女
性
的
要
素
を
色
濃
く
持
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
近
代
詩
の
島
崎
藤
村
、
蒲
原
有
明
、
萩
原
朔
太
郎
、
宮
沢

賢
治
な
ど
に
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
い
ま
す
。

現
在
は
、自
由
詩
も
定
型
詩
も
元
気
が
い
い
の
は
女
性
で
す
。女
性
詩
の
時

代
だ
と
僕
は
は
っ
き
り
言
え
る
と
思
う
。こ
れ
は
詩
本
来
、詩
人
本
来
の
あ
り

様
に
立
ち
返
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。男
性
詩
人
た
る
者
す
べ
か
ら
く
、虚
心

に
女
性
詩
人
に
導
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
結
論
に
し
て
、
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③
〈
読
書
会
〉
第
９
回
読
書
会
「「
草
野
心
平
の
詩
に
つ
い
て
」
２
０
１
６
年
２
月
20
日

私
学
会
館
／
チ
ュ
ー
タ
ー
高
谷
和
幸
   　
　
報
告
者
・
大
西
隆
志

五
か
月
の
余
裕
が
あ
っ
た
の
に
、
草
野
心
平
を
調
べ
て
み
る
と
、
思
っ
た
よ
り

大
変
だ
っ
た
と
笑
い
を
取
っ
た
あ
と
、「
草
野
心
平
の
魅
力
」と
い
う
こ
と
で
、高

谷
氏
が
ど
う
語
る
か
、
に
興
味
を
も
っ
た
。
難
解
な
詩
を
書
い
て
い
る
と
い
わ
れ

る
高
谷
氏
で
は
あ
る
が
、
美
術
へ
の
こ
だ
わ
り
と
洞
察
力
は
、
詩
の
構
成
に
大
き

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
草
野
心
平
は
色
彩
の
豊
か
な
詩
人
で
も
あ
り
、
美
術
家

と
の
関
係
な
ど
高
谷
氏
と
も
あ
る
意
味
で
共
通
項
が
あ
り
、
親
し
み
の
あ
る
詩
人

だ
と
は
思
っ
た
。「
蛙
の
詩
人
」と
呼
ば
れ
、教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
国
民
的
な

詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
が
、
評
価
の
む
つ
か
し
い
詩
人
で
も
あ
る
と
の
中
野
重

治
の
批
評
か
ら
、「
評
価
の
む
つ
か
し
さ
は
草
野
詩
の
遠
心
性
、衝
動
性
を
挙
げ
な

が
ら
そ
の
複
雑
な
性
質
に
起
因
す
る
」
を
取
り
上
げ
、
草
野
の
大
陸
へ
の
渡
航
の

話
な
ど
が
語
ら
れ
た
。
高
谷
氏
に
と
っ
て
、
詩
人
と
し
て
の
玲
持
に
満
ち
た
草
野

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
強
く
興
味
を
惹
く
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

大
正
十
二
年
徴
兵
検
査
の
た
め
広
州
か
ら
帰
国
、
長
崎
の
本
屋
で
「
詩
聖
」
に

自
分
の
詩
が
入
選
、
そ
の
誌
に
偶
然
に
村
山
椀
多
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
大
き

な
感
銘
を
受
け
、平
市
の
柴
田
書
店
で
新
刊
の『
椀
多
の
歌
へ
る
』と
出
会
う
。そ

し
て
、
大
正
十
四
年
に
高
村
光
太
郎
の
ア
ト
リ
エ
で
椀
多
の
絵
に
会
う
。
そ
の
後

五
〇
年
た
っ
て
初
め
て
草
野
は
村
山
椀
多
の
本
を
上
梓
し
た
。
草
野
に
と
っ
て
椀

多
理
解
は
五
十
年
間
の
草
野
自
身
の「
技
術
論（
詩
論
）」で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

か
つ
て
の
鼓
術
論
も
詩
が
エ
ス
プ
リ
を
も
っ
た
物
体
と
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は

主
義
や
観
念
を
超
え
て
存
在
す
る
あ
る
一
つ
の
「
物
体
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。詩
情
ポ
エ
ジ
イ

は
所
謂
意
味
で
も
な
く
、そ
こ
に
目
に
見
え
て
存
在
す
る
美も
の

で
あ
り
、そ

の
存
在
に
対
し
て
製
作
中
の
僅
か
な
関
与
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
。
出
席
者

24
名
。

〈
第
41
号
〉

④
〈
読
書
会
〉
第
11
回
読
書
会
「
安
西
冬
衛
」
を
読
む
―
蝶
は
本
当
に
海
峡
を
渡
っ

た
の
か
／
二
〇
一
六
年
十
一
月
二
十
六
日
　
私
学
会
館
 チ
ュ
ー
タ
ー
　
北
野
和
博

報
告
者
・
由
良
佐
知
子

秋
日
和
に
か
か
わ
ら
ず
集
う
者
が
多
い
の
は
「
安
西
冬
衛
」
と
い
う
謎
の
詩

人
に
惹
か
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
出
席
者
34
名
。

―
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
琵
担
海
峡
を
渡
っ
て
い
っ
た
。

「
春
」の
詩
人
と
い
う
知
識
の
み
で
参
加
し
た
が
、当
日
、北
野
氏
が
用
意
さ
れ

た
２
４
頁
に
わ
た
る
資
料
に
驚
い
た
。
詩
集
は
す
べ
て
廃
版
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
の
配
慮
で
あ
る
。ま
ず
年
譜
か
ら
辿
る
。明
治
三
十
一
年
奈
良
に
生
れ
る
。十

三
歳
の
大
阪
府
立
堺
中
学
校
時
代
は
ボ
ー
ト
、
水
泳
の
選
手
と
し
て
活
躍
。
父
か

ら
漢
籍
を
与
え
ら
れ
愛
読
。
十
八
歳
よ
り
俳
句
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
投
稿
。
二

十
一
歳
、
父
の
い
る
大
連
に
移
る
。
後
の
詩
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
二
十

三
歳
、
満
鉄
に
入
社
。
後
膝
関
節
疾
患
で
右
足
切
断
手
術
。
二
十
五
歳
頃
よ
り
詩

作
を
は
じ
め
翌
年
、
詩
誌
「
亜
」
を
滝
口
武
士
と
創
刊
。
三
十
一
歳
、
第
一
詩
集

『
軍
艦
莱
荊
』刊
行
。三
十
六
歳
で
帰
国
後
も
小
説
、随
筆
な
ど
旺
盛
な
文
学
活
動
。

六
十
七
歳
で
永
眠
。

作
品
の
読
み
解
き
に
移
る
。「
軍
艦
莱
荊
」の
妹
は
主
人
公
に
と
つ
て
の
理
想
の

女
性
像
と
し
て
読
め
る
。「
誕
生
日
」「
再
び
誕
生
日
」
の
（
誕
生
日
）
は
独
立
の

メ
タ
フ
ァ
ー
。「
春
」の
二
篇
は
セ
ッ
ト
で
見
開
き
に
掲
げ
ら
れ
た
。続
く
短
詩
数

編
に
も
「
准
南
子
（
え
な
ん
じ
）」
な
ど
の
博
識
が
散
り
ば
め
て
あ
っ
た
り
、
性
的

メ
タ
フ
ァ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
た
り
と
、
表
と
裏
の
読
み
が
で
き
る
。

「
土
耳
古
」

新
月
は
燻
ん
だ
。
橋
に
よ
じ
登
っ
た
男
は
郵
便
切
手
に
秘
蔵
し

ま

は
れ
た
。
湾
は
う

っ
す
ら
と
暮
霞
の
底
に
象
摸
さ
れ
て
ゐ
た
。

ト
ル
コ
の
国
旗
を
連
想
す
る
と
み
ご
と
な
写
生
詩
と
い
う
。

イ
メ
ー
ジ
の
詩
人
で
あ
る
。

散
文
詩「
菊
」「
地
球
儀
」で
は
架
空
の
妹
へ
の
願
望
を
は
ば
か
ら
ず
書
き
ぬ
け

る
勇
気
。（
お
見
様
、
お
見
様
、
曇
っ
た
日
で
も
夜
に
な
れ
ば
一
緒
）
と
い
う
言
葉

は
余
韻
を
残
す
。

一
九
四
七
年
詩
集
『
琵
担
海
峡
と
蝶
』
を
出
す
。
そ
の
三
年
前
の
『
大
学
の
留

守
』
に
も
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
原
点
と
も
い
え
る

「
春
」
を
強
調
す
る
の
は
、
よ
り
深
く
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
か
。「
す

る
と
一
匹
の
蝶
が
き
て
静
に
銃
口
を
覆
う
た
。」（
琵
鞋
海
峡
と
蝶
）「
す
る
と
、妹

の
優
し
い
骨
盤
―
石
灰
質
の
蝶
が
苦（
さ
）え
て
く
る
の
で
あ
っ
た
」（
堕
ち
た
蝶
）

蝶
と
は
何
の
代
名
詞
な
の
か
。
性
的
高
ま
り
を
知
的
に
表
し
て
い
る
と
も
。
北

野
氏
は
シ
ネ
マ
に
詳
し
い
。
蝶
の
詩
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
い

る
と
、
最
後
に
映
像
を
披
露
す
る
。
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
第
一
号
の
映
画
「
ア

ン
グ
ル
シ
ア
の
犬
」（
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
作
、主
演
）と「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」（
１

９
１
５
年
）
の
一
部
分
。
オ
デ
ッ
サ
の
階
段
で
の
人
民
の
流
れ
と
、
人
物
大
写
し
の

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
衝
撃
で
あ
る
。
諸
先
輩
か
ら
評
判
を
聞
い
て
い
た
の
で
、
よ
い

機
会
で
あ
っ
た
。
安
西
冬
衛
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
の

情
報
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
、「
て
ふ
て
ふ
」
の
柔
ら
か
く
、
い
た
い
け
な
も
の
が
「
韃
靼
海
峡
」

と
い
う
荒
波
を
渡
る
、
孤
独
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
烈
だ
っ
た
。
た
と
え
春
、
壁
に
貼

ら
れ
た
地
図
の
上
に
、
蝶
が
留
ま
っ
た
の
を
目
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
詩
に

昇
華
さ
せ
る
に
は
、
工
夫
と
衝
動
が
あ
っ
た
。「
間
宮
」
か
ら
「
韃
靼
」
に
置
き
換

え
を
ひ
ら
め
い
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
日
頃
の
詩
的
言
語
、
文
字
、
音
に
対
す

る
冬
衛
の
鋭
い
感
性
か
ら
に
違
い
な
い
。
今
回
の
読
書
会
で
、
心
底
に
あ
る
動
機

の
一
端
に
ま
で
触
れ
、
ま
す
ま
す
謎
の
詩
人
に
な
っ
た
。

〈
第
41
号
〉



こ
の
講
演
を
終
り
ま
す
」

③〈
即
興
詩
連
作
〉「
テ
ー
マ
=拒
み
の
海
」瀬
戸
内
国
際
美
術
祭
に
参
加
し
た

兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
会
員
た
ち
（「
月
刊
め
ら
ん
じ
ゅ
」
誌
友
）
が
元
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
が
暮
ら
す
香
川
県
の
大
島
を
訪
れ
た
時
に
作
ら
れ
た
即
興
詩
の

紹
介
／
大
西
隆
志
「
大
島
幻
視
行
」・
月
村
香
「
ふ
る
え
」・
高
谷
和
幸
「
大

島
」・
大
橋
愛
由
等
「
と
ど
か
な
い
」・
に
し
も
と
め
ぐ
み
「
青
松
園
」

④
〈
読
書
会
〉
第
８
回
読
書
会
に
つ
い
て
／
テ
ー
マ
=「
三
好
達
治
の
詩
」
／

チ
ュ
ー
タ
ー
・
北
岡
武
司
／
報
告
者
・
山
本
真
弓

⑤〈
読
書
会
〉第
10
回
読
書
会
に
つ
い
て
／
高
橋
睦
郎
さ
ん
の
詩
に
つ
い
て
―

チ
ュ
ー
タ
ー
時
里
二
郎
―
報
告
者
・
田
中
信
爾
（
別
枠
に
表
示
）

⑪〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」時
里
二
郎
／
▽『
田
中
荘
介
自
選
詩
集
』（
濡

標
）
▽
安
水
稔
和
『
隣
の
隣
は
隣
－
神
戸
わ
が
街
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
神

尾
和
寿『
ア
オ
キ
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）▽
伊
勢
田
史
郎『
ま
た
で
散
り
ゆ
く
－

岩
本
栄
之
助
と
中
央
公
会
堂
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
た
な
か
と
し
ひ
ろ
『
イ

エ
ス
を
め
ぐ
る
人
間
像
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
）

⑩
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑪
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

★
第
41
号
（
２
０
１
７
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
総
会
〉
第
21
回
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
総
会
が
５
月
７
日
ラ
ッ
セ
ホ
ー

ル
・
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
の
間（
神
戸
市
中
央
区
）で
行
わ
れ
た
。定
期
総
会
報
告

第
28
回
理
事
会
が
開
れ
た
。司
会
は
玉
井
洋
子
常
任
理
事
。た
か
と
う
匡
子
会

長
が
開
会
の
挨
拶
。
第
二
部
は
、
会
員
の
和
比
古
（
新
常
任
理
事
）
が
「
私
の

科
学
と
詩
の
歩
み
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
。

②
〈
新
役
員
〉
▽
会
長
=た
か
と
う
匡
子
▽
副
会
長
=時
里
二
郎
▽
事
務
局
長

=神
田
さ
よ
▽
会
計
=野
口
幸
雄
▽
常
任
理
事
=大
西
隆
志
・
大
橋
愛
由
等
・

尾
崎
美
紀
・
和
比
古
・
北
野
和
博
・
神
尾
和
寿
・
玉
川
佑
香
・
丸
田
礼
子
▽

理
事
=玉
井
洋
子
・
渡
辺
信
雄
▽
監
事
=梅
村
光
明
・
高
谷
和
幸

③
〈
講
演
記
録
〉
第
二
部
の
講
演
に
つ
い
て
―
『
私
の
科
学
と
詩
の
歩
み
』

和
比
古
（
講
演
者
自
ら
）
に
よ
る
要
旨

文
学
や
美
術
な
ど
の
芸
術
と
科
学
は
両
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
共
通
点

は
あ
る
の
か
、私
な
り
の
見
解
に
つ
い
て
話
し
た
い
。科
学
の
世
界
の
化
学
者
で
あ
る

私
が
如
何
に
詩
と
絵
に
魅
せ
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
。
地
震
学
者
で

随
筆
家
で
あ
る
島
村
英
紀
氏
に
よ
れ
ば
、
科
学
者
と
詩
人
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
い

う
。
共
に
世
間
知
ら
ず
の
「
孤
独
な
戦
士
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
に
よ
れ
ば
、こ
の
点
が
創
造
の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。同
じ
次
元
と
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、よ
く
似
た
一
面
を
も
っ
て
い
る
。さ
ら
に
、化
学
者
で
あ
る
H
offm
ann

教
授
は
、
有
機
化
合
物
の
合
成
は
発
見
と
創
造
に
基
づ
い
た
ア
ー
ト
で
あ
る
と
見
な

し
て
い
る
。Eliott氏
は
詩
論
を
展
開
す
る
と
き
、化
学
に
お
け
る
触
媒
機
能
と
の
共

通
点
に
言
及
し
て
い
る
。

大
学
に
入
学
後
、化
学
以
外
で
も
創
造
的
な
こ
と
、特
に
美
へ
の
挑
戦
が
し
て
み
た

く
な
っ
た
。カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、ク
レ
ー
、ム
ン
ク
達
の
絵
を
見
る
と
と
も
に
、萩

原
朔
太
郎
、中
原
中
也
、立
原
道
道
等
の
詩
を
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
感
じ
る
美
を
表
現
し
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
、
詩
と
絵
の
世
界
に
入
っ

て
い
っ
た
。刹
那
的
心
象
風
景
を
書
き
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、自
ら
の
感
性
を
高
め
よ

う
と
し
た
。
絵
も
独
学
で
あ
る
が
、
描
き
始
め
た
。

さ
て
、化
学
は
幅
広
い
研
究
分
野
か
ら
な
っ
て
い
る
。燃
料
電
池
、太
陽
電
池
の
よ

う
に
将
来
性
の
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
、炭
素
繊
維
に
代
表
さ
れ
る
新
素
材
、医
薬
や
人

工
臓
器
の
よ
う
な
再
生
医
療
で
も
必
須
の
学
問
で
あ
る
と
と
も
に
、
環
境
保
全
の
観

点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。ま
た
、情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
も
最
先
端
の
技
術
を
可
能
に

し
て
い
る
。こ
れ
ま
で
日
本
の
化
学
者
は
大
き
な
貢
献
を
し
、数
名
が
ノ
ー
ベ
ル
化
学

賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

私
の
研
究
の
基
礎
に
な
る
原
理
は
亀
子
移
動
の
制
御
に
基
づ
い
て
お
り
、
機
能
も

美
し
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
生
体
系
を
規
範
と
す
る
反
応
を
開
発
、

シ
ス
テ
ム
を
設
計
、ナ
ノ
空
間
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
ず
、カ
ッ
プ
リ
ン

グ
反
応
に
関
し
、炭
素
―
リ
ン
結
合
形
成
の
た
め
の
新
触
媒
反
応（
平
尾
反
応
）を
開

発
し
た
。美
し
い
反
応
様
式
と
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。さ
ら
に
、未
開
拓
の
カ
ッ

プ
リ
ン
グ
反
応
と
し
て
、
求
核
種
同
士
や
求
電
子
種
同
士
の
選
択
的
な
交
差
カ
ッ
プ

リ
ン
グ
を
バ
ナ
ジ
ウ
ム
化
合
物
の
レ
ド
ッ
ク
ス
機
能
を
巧
み
に
活
用
す
る
こ
と
で
達

成
し
た
。

電
子
が
流
れ
る
導
電
性
高
分
子
と
金
属
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
し
、
従
来
に
な
い
機

能
性
触
媒
や
電
子
材
料
を
可
能
に
し
た
。一
方
、平
面
パ
イ
共
役
系
で
あ
る
ベ
ン
ゼ
ン

は
発
が
ん
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
限
大
に
平
面
で
拡
が
っ
た
の
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
の

テ
ー
マ
と
な
っ
た
グ
ラ
フ
ェ
ン
で
あ
る
。他
方
、非
平
面
の
化
合
物
の
代
表
と
し
て
フ

ラ
ー
レ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
も
知
ら
れ
て
い
る
。第
３
の
キ

ー
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
と
し
て
フ
ラ
ー
レ
ン
の
部
分
骨
格
で
ボ
ウ
ル
状
化
合
物
の
ス
マ
ネ

ン
や
コ
ラ
ニ
エ
レ
ン
が
あ
る
。ス
マ
ネ
ン
は
未
知
物
質
で
あ
っ
た
が
、２
０
０
３
年
に

我
々
の
研
究
室
が
世
界
で
初
め
て
、
し
か
も
エ
レ
ガ
ン
ト
な
プ
ロ
セ
ス
で
合
成
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
（
サ
イ
エ
ン
ス
誌
掲
載
）。
美
し
い
構
造
を
し
て
い
る
の
で
、
有
機

化
学
美
術
館
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。ボ
ウ
ル
反
転
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。結
晶

は
半
導
体
で
あ
り
、
金
属
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
で
は
非
平
面
パ
イ
―
金
属
共
役
系

が
構
築
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
形
成
に
加
え
て
、
生
体
分
子
と
金
属
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化

し
た
生
物
有
機
金
属
化
合
物
を
設
計
合
成
し
、
生
体
系
の
よ
う
な
空
間
を
構
築
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。新
分
野
で
あ
る
こ
の
生
物
有
機
金
属
化
学
の
研
究
に
お
い
て
、国

際
的
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
た
。

こ
れ
ま
で
化
学
に
夢
を
も
っ
て
新
し
い
研
究
領
域
に
挑
戦
し
て
き
た
。
化
学
の
世

界
で
も
美
的
、詩
的
セ
ン
ス
が
必
須
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。脳
を
い
ろ
い
ろ
な
分

野
で
可
能
な
限
り
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
よ
い
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。美
を
追
求
し
て
、新
た
な
研
究
を
展
開
し
た
結
実
で
あ
る
。こ
の
よ

う
に
構
造
や
機
能
が
美
し
い
分
子
シ
ス
テ
ム
を
化
学
の
世
界
で
創
製
し
な
が
ら
、
研

究
生
活
を
送
っ
て
き
た
。以
上
の
成
果
を
総
括
し
た
本
と
、諸
外
国
の
友
人
の
結
果
を

含
め
系
統
的
に
ま
と
め
た
本
に
そ
れ
ぞ
れ
集
大
成
し
た
。

自
然
の
中
に
お
け
る
小
さ
な
人
間
の
活
動
の
評
価
は「
視
点
」に
よ
っ
て
様
々
で
あ

る
が
、
そ
の
人
が
力
の
及
ぶ
限
り
「
精
進
」
し
て
得
ら
れ
る
「
達
成
感
」
に
価
値
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

詩
と
絵
に
関
し
て
は
、
パ
ス
テ
ル
画
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
第
一
詩
集
「
構

図
の
あ
る
バ
ラ
ー
ド
」を
出
版
し
た
。さ
ら
に
、「
風
の
構
図
」、「
道
化
の
構
図
」、「
擬

人
の
構
図
」も
出
版
し
た
。こ
れ
ら
の
詩
集
で
は
各
詩
に
絵
を
付
し
て
い
る
。ジ
ャ
ズ

や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
響
く
部
屋
で
、
化
学
専
門
書
と
詩
集
が
同
じ
本
棚
に
並
ん
で

い
る
の
に
違
和
感
は
な
い
。

☆
講
師
略
歴

平
尾
俊
一（
本
名
：
ひ
ら
お
と
し
か
ず
）、京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
、工
学
博

士
、
大
阪
大
学
工
学
部
助
手
・
助
教
授
・
教
授
を
経
て
現
在
名
誉
教
授
・
特
任
教
授
、

大
阪
大
学
理
工
学
図
書
館
長
、日
本
化
学
会
副
会
長
、国
際
生
物
有
機
金
属
化
学
賞
、国

際
バ
ナ
デ
ィ
ス
賞

③
〈
読
書
会
〉
第
９
回
読
書
会
「「
草
野
心
平
の
詩
に
つ
い
て
」
２
０
１
６
年

２
月
20
日
私
学
会
館
／
チ
ュ
ー
タ
ー
高
谷
和
幸
／
報
告
者
・
大
西
隆
志（
別
枠

―6―

Hyogo Poetry Association {Bulletin Special Issue}                                     2023/12/1

⑨〈追悼・直原弘道〉一乗寺鉄男さんに出会ってから
三宅武

直原弘道さん（写真）は、一九三〇年
生れだから、私より四年先輩にあたる。
一九四五年八月十五日、私は十一歳、直
原さんは十五歳。この時代の小学五年
生と、中学三年生の差は、実体験の認識
に、相当な開きがある。後期高齢者にな
っても、この差は変わらず、いわば兄貴
世代とも言える。たとえ一年違いでも

同じことであると思ってきた。
一九五七～八年、私は『木賃宿』同人であった。元町商店

街を、なかけんじ氏と歩いていて、出会った。「一条寺鉄男さ
ん」と紹介された。『輪』創刊後、間もないころであろうか。
メーデー、六〇年安保、後に第三紀層で一緒になる安部繁

男、北見哲也たちに出会った湊川公園。私はあまりにも小規
模の団体で参加していたが、気持ちだけは蓬旗を持っている
つもりだった。
会場で見た共産党の五人乗りピックアップは、ブルーと

白。前部バンパーに立てられた赤い小旗は、党名だけが小さ
く染め抜かれ、マスコミ取材班に似てスマートに見えた。
運転していたのが、一条寺鉄男さんだった。クルマのデザ

インをしたのは彼だったかもしれぬ。
一乗寺さんの家は、赤松徳治さん宅のそばから坂を上がっ

たところにあった。このクルマが駐車していたのを、ときお
り見た。
ここに最期までお住まいだったらしい。
一乗寺さんは、直原さんとなり、親しい人々は「じきさん」

と呼びかけていた。私は、長らく直原さんと会っていない。
『現代詩神戸』の作品と頂く詩集だけの間柄となった。
二〇〇六年六月、兵庫県現代詩協会の会則第５条第２項

が、「この会に入会後２年を経過した会員は、満８０歳に達し
た次期の会計年度から会費を免除される。（名誉会員）」と改
定された。
同じく第１６条②も改定され、「……名誉会員は、会を運営

するために選出される理事会への被選挙権を除いて、会員と
してのすべての権利が保障される。」となった。この規約改定
のとき、直原弘道さんが提案要旨の説明をされた。
やがて、わが兵庫現代詩協会員の年齢も高くなり、二十二

名の名誉会員制度は、二〇二年の規約改定で中止された。
私に「おい三宅」と呼び捨てにする友人は、たった一人し

か残っていない。直原さんは、「三宅クン」だったが、こうい
う先輩は一人も……。                         〈第 42 号〉



に
表
示
）

④
〈
読
書
会
〉
第
11
回
読
書
会
「
安
西
冬
衛
」
を
読
む
―
蝶
は
本
当
に
海
峡
を

渡
っ
た
の
か
／
２
０
１
６
年
11
月
26
日
　
私
学
会
館
 チ
ュ
ー
タ
ー
北
野
和

博
　
報
告
者
・
由
良
佐
知
子
（
別
枠
に
表
示
）

⑤〈
イ
ベ
ン
ト
〉◇
第
６
回
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
２
０
１
７
年

１
月
14
日
〜
24
日
ま
で
神
戸
文
学
館
に
て
開
催
さ
れ
た
。会
期
中
、特
別
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
た
か
と
う
匡
子
会
長
に
よ
る
講
演
「
兵
庫
・
神
戸
を
生
き
た
詩

人
を
語
る
―
君
本
昌
久
に
つ
い
て
」
が
あ
っ
た
。

⑥〈
講
演
記
録
〉た
か
と
う
匡
子
会
長
に
よ
る
講
演「
兵
庫
・
神
戸
を
生
き
た

詩
人
を
語
る
―
君
本
昌
久
に
つ
い
て
―
市
民
連
動
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
戦

後
派
詩
人
」

〈
人
は
魂
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
が
あ
る
〉
報
告
者
・
玉
井
洋
子

君
本
さ
ん
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
書
き
、
語
っ

て
き
た
が
今
回
は「
市
民
運
動
の
先
駆
者
で
も
あ
っ
た
戦
後
派
詩
人
」と
し
て

の
側
面
を
見
て
み
た
い
。
君
本
さ
ん
と
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の
が
１
９
６
０

年
。
彼
は
第
二
詩
集
『
手
』
を
出
版
。
安
保
反
対
デ
モ
で
荒
れ
た
そ
の
年
の
暮

れ
に
伊
勢
田
史
郎
、
中
村
隆
、
安
水
稔
和
民
ら
と
雑
誌
『
蜘
蛛
』
を
出
版
。
そ

れ
に
先
立
ち
神
戸
新
聞
会
館
で
詩
の
教
室
も
は
じ
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

安
水
さ
ん
や
松
尾
茂
夫
さ
ん
も
い
た
。当
時
私
は
二
十
歳
。そ
の
頃
君
本
さ
ん

は
「
手
」
を
安
水
さ
ん
は
「
鳥
」
ば
か
り
書
い
て
お
ら
れ
た
。

資
料
の
年
譜（
古
書
籍
商
間
島
保
夫
さ
ん
作
成
）に
よ
れ
ば
１
９
４
８（
昭

和
23
）に
市
民
同
友
会
が
発
足
し
て
い
ま
す
。君
本
さ
ん
は
こ
の
文
化
団
体
を

拠
点
に
市
民
の
学
校
、神
戸
空
襲
を
記
録
す
る
会
、一
人
だ
け
の
蜘
蛛
出
版
を

た
ち
あ
げ
る
な
ど
幅
広
い
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
69
歳
で
亡
く

な
っ
た
の
が
残
念
だ
が
、蜘
蛛
出
版
で
１
１
０
人
以
上
の
詩
集
を
手
が
け
、永

田
助
太
郎
　
棚
夏
針
手
　
宮
野
尾
文
平
　
春
山
行
夫
ノ
ー
ト
な
ど
を
残
さ
れ

た
の
は
詩
史
的
に
も
貴
重
な
仕
事
だ
っ
た
。

大
阪
生
ま
れ
。立
命
館
大
学
哲
学
科
卒
。年
譜
で
は
そ
こ
ま
で
し
か
分
か
ら

な
い
が
、
今
回
調
べ
て
み
る
と
大
阪
西
区
生
ま
れ
、
西
岡
高
校
（
現
在
名
）
出

身
。
立
命
館
大
学
の
雑
誌
『
石
原
莞
爾
研
究
』（
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）
８

月
号
）に
よ
る
と
、日
蓮
宗
に
憧
れ
て
い
た
こ
と
、在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と

な
ど
自
身
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

※
市
民
同
友
会
た
ち
あ
げ
ま
で
の
こ
の
20
年
を
検
証
す
れ
ば
、
彼
が
何
に
傷

つ
き
悩
ん
で
き
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

彼
は
政
治
や
時
代
に
敏
感
な
人
で
１
９
６
５
年
に『
思
想
の
科
学
』に
い
ち

は
や
く「
神
戸
詩
人
事
件
の
受
難
」を
寄
稿
。こ
の
時
期
に
こ
れ
を
書
く
の
は

大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。

第
二
詩
集
『
手
』
か
ら
。

手
は
事
件
だ

血
を
流
し

追
い
詰
め
ら
れ
て
や
っ
て
く
る

あ
の
酷
い
事
件
だ

や
さ
し
く
犯
し

容
赦
な
く
殺
（
ば
ら
）
す

あ
れ
…
…

安
保
闘
争
の
時
代
を
背
景
に
お
く
と
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

54
歳
『
デ
ッ
サ
ン
ま
で
』
か
ら
「
ゆ
め
の
あ
と
さ
き
」
を
。

い
つ
ま
で
ゆ
め
み
れ
ば

も
え
つ
き
る
の
か

こ
い
で
も
こ
い
で
も

た
ど
り
つ
け
な
い

た
ど
り
つ
い
た
と
お
も
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

お
ち
て
ゆ
く

な
ら
く
の
よ
う
に

そ
ら
か
ら
う
み
か
ら

こ
と
ば
か
ら

さ
け
び
ご
え
が
き
こ
え
て
く
る
（
後
略
）

こ
の
詩
に
は
半
世
紀
に
わ
た
る
人
生
の
感
慨
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
。交
響
曲
の
第
九
に
な
ぞ
ら
え
た
九
冊
目
の
詩
集「
ぼ
く
の
第
九
」の
タ
イ

ト
ル
は
さ
す
が
。し
か
し
、詩
は
よ
り
リ
ア
リ
ズ
ム
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

い
つ
し
か

つ
む
じ
風
　
吹
き
荒
み

コ
ト
バ
の
弦
　
断
ち
切
ら
れ

歌
は
　
虚
空
へ
舞
い
あ
が
っ
た
…
…
（
幻
滅
）

詩
、以
外
に
も「
い
ろ
ま
ち
燃
え
た
福
原
ノ
ー
ト
」（
三
省
堂
）や
評
論
、編

著
な
ど
多
数
も
つ
君
本
さ
ん
の
〝
し
ご
と
〞
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
み
ら
れ
な

い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
気
が
か
り
で
な
ら
な
い
。そ
う
い
う
意
味
で
も
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
ふ
り
幅
の
広
い
君
本
さ
ん
を
今
は
「
未

定
の
詩
人
」
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

た
か
と
う
さ
ん
は
約
一
時
間
の
講
話
を
そ
う
結
ば
れ
た
。

私
（
筆
者
）
は
市
民
の
学
校
を
受
講
し
、
市
民
同
友
会
の
事
務
局
に
つ
と
め

て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
た
か
と
う
さ
ん
の
お
話
を
と
り
わ
け
懐
か
し
く
聞

い
た
。私
が
勤
務
し
は
じ
め
た
１
９
８
１
年
頃
に
は
、安
保
も
べ
平
連
も
、そ

の
他
多
数
あ
っ
た
市
民
運
動
は
終
息
し
、
君
本
さ
ん
が
事
務
局
長
を
つ
と
め

る
市
民
同
友
会
の
事
業
と
し
て
の
市
民
の
学
校
と
神
戸
空
襲
を
記
録
す
る
会

の
活
動
が
続
い
て
い
る
く
ら
い
で
、
組
織
も
そ
れ
を
束
ね
る
君
本
さ
ん
も
疲

弊
し
て
い
た
。

※
市
民
同
友
会
は
長
田
の
む
ろ
う
ち
文
化
協
会
を
足
掛
か
り
に
１
９
４
８

年
（
昭
和
23
）
年
に
社
団
法
人
の
認
可
を
う
け
て
設
立
さ
れ
た
文
化
団
体
で
、

君
本
さ
ん
は
１
９
５
３
年（
昭
和
28
）に
事
務
局
職
員
と
し
て
入
局
し
て
い
て

設
立
に
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。

事
務
所
維
持
の
た
め
に
移
転
を
か
さ
ね
た
初
期
の
そ
の
一
つ
が
神
戸
新
聞

会
館
で
、
20
歳
の
た
か
と
う
さ
ん
が
訪
れ
た
詩
の
教
室
の
あ
っ
た
場
所
で
あ

る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
被
災
し
、
新
聞
会
館
は
新
し
く
「
ミ
ン
ト
神
戸
」
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⑧
〈
報
告
〉
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
創
立
20
周
年
記
念
会
＆
『
ひ
ょ
う
ご
現
代

詩
集
２
０
１
６
』
出
版
記
念
会
―
詩
で
架
け
よ
う
未
来
に
向
か
っ
て
―
　

報
告
者
・
神
田
さ
よ

２
０
１
７
年
３
月
18
日
元
町
凮
月
堂
ホ
ー
ル
に
て
、
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
創
立

20
周
年
記
念
会
＆
『
ひ
ょ
う
ご
現
代
詩
集
２
０
１
６
』
出
版
記
念
会
が
行
わ
れ
た
。

震
災
か
ら
22
年
の
月
日
が
流
れ
た
が
、震
災
直
後
、故
伊
勢
田
史
郎
氏
が
立
ち
上

げ
た
「
ア
ー
ト
・
エ
イ
ド
神
戸
」
で
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
震
災
詩
集
』
を
３
冊
出
版
し

た
後
に
、こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
協
会
が
発
足
し
た
。本
年
は
設
立
か
ら
20
年
目

を
迎
え
る
。

ま
ず
、た
か
と
う
匡
子
会
長
か
ら
開
会
の
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。協
会
と
し
て
様
々

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
が
、
読
書
会
な
ど
詩
で
深
く
繋
が
る
団
体
と
な
っ
て
い

る
。会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
会
員
数
は
減
少
し
て
い
る
が
、こ
れ
か
ら
未
来
に
向
け

て
新
し
い
会
員
と
共
に
、充
実
し
た
団
体
と
し
て
歩
ん
で
い
き
た
い
と
、未
来
へ
向

け
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
ス
ピ
ー
チ
を
さ
れ
た
。
次
に
来
賓
と
し
て
御
臨
席
さ

れ
た
、関
西
詩
人
協
会
会
長
有
馬
敲
氏
、岡
山
県
詩
人
協
会
会
長
重
光
は
る
み
氏
か

ら
心
温
ま
る
ご
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。イ
ベ
ン
ト
に
入
り
、会
員
の
永
井
ま
す
み
氏

が
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
纏
め
て
く
だ
さ
っ
た
協
会
の
20
年
の
歩
み
を
、映
写
し
た
。資
料
あ
つ

め
に
労
力
が
か
か
っ
た
が
、
懐
か
し
い
こ
と
や
楽
し
か
っ
た
こ
と
が
場
面
ご
と
に

思
い
出
さ
れ
、胸
を
熱
く
し
た
。初
代
会
長
安
水
稔
和
氏
も
お
元
気
に
登
場
さ
れ
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
託
さ
れ
た
。

会
員
の
主
宰
す
る
同
人
誌
の
紹
介
に
は
９
詩
誌
が
参
加
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩

誌
の
特
徴
な
ど
を
工
夫
を
凝
ら
し
て
発
表
し
た
。
参
加
詩
誌
は
、「
ア
・
テ
ン
ポ
」

「
O
CT」「
風
の
音
」「
現
代
詩
神
戸
」「
鵠
舘
」「
多
鳥
海
」「
プ
ラ
タ
ナ
ス
」「
M
élange」

「
M
essier」。

一
詩
誌
の
持
ち
時
間
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
予
定
時
間
を
超
え
て
し
ま

っ
て
申
し
訳
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
昼
食
と
な
り
、
今
回
は
座
席
を
く
じ
引

き
で
決
め
た
こ
と
も
あ
り
、初
め
て
の
方
と
会
話
を
交
わ
す
こ
と
も
で
き
、会
場
は

大
変
賑
わ
っ
た
。「
pepal blanco」
の
ラ
テ
ン
音
楽
の
演
奏
も
大
い
に
会
場
の
雰

囲
気
を
盛
り
上
げ
、
代
表
の
外
薗
美
穂
さ
ん
の
バ
イ
オ
リ
ン
も
熱
演
だ
っ
た
。

『
ひ
ょ
う
ご
現
代
詩
集
２
０
１
６
』
の
編
集
責
任
者
大
橋
愛
由
等
氏
よ
り
出
版
の

経
過
な
ど
が
話
さ
れ
た
後
、こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
参
加
し
た
全
て
の
作
品
か
ら
1

部
を
抜
き
出
し
、「
１
３
５
の
言
葉
」
と
し
て
朗
読
し
た
。「
神
戸
ド
ラ
マ
倶
楽
部
」

の
山
川
清
文
氏
、「
劇
団
こ
こ
か
ら
」
の
橘
美
恵
子
氏
が
朗
読
を
し
た
。
一
瞬
の
風

が
吹
き
抜
け
る
よ
う
な
短
い
数
行
を
紹
介
し
、
詩
人
の
感
受
性
の
片
鱗
を
少
し
で

も
感
じ
ら
れ
、
切
り
取
り
さ
れ
た
詩
の
言
葉
で
す
が
、
声
に
出
し
て
み
る
こ
と
で
、

詩
の
森
を
散
策
す
る
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

お
開
き
の
時
間
と
な
り
、
時
里
二
郎
副
会
長
が
、
終
り
の
挨
拶
を
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
、協
会
の
イ
ベ
ン
ト
や
勉
強
会
に
な
る
べ
く
参
加
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
、今

後
の
意
気
込
み
を
話
さ
れ
た
。関
西
詩
人
協
会
か
ら
有
馬
会
長
の
他
、大
倉
元
事
務

局
長
、
岸
本
嘉
名
男
氏
、
槻
次
郎
氏
、
ま
た
、
岡
山
県
詩
人
協
会
か
ら
重
光
会
長
、

く
に
さ
だ
き
み
氏
が
遠
方
か
ら
来
て
下
さ
り
、
近
隣
の
詩
の
団
体
と
の
詩
を
通
じ

て
の
輪
が
広
が
る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
う
。会
員
も
多
数
参
加
し
て
、会
員
同

士
の
繋
が
り
も
で
き
有
意
義
な
会
と
な
っ
た
。な
お
、今
回
欠
席
の
安
水
稔
和
顧
問

よ
り
ご
著
書「
春
よ
め
ぐ
れ
」が
参
加
者
全
員
に
謹
呈
さ
れ
た
。参
加
者
64
名
。（
会

員
外
６
名
含
む
）

〈
第
41
号
〉



に
建
て
か
わ
り
、現
在
そ
こ
で
た
か
と
う
さ
ん
の「
詩
の
講
座
」が
開
か
れ
て

い
る
の
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

君
本
さ
ん
の
詩
に
少
な
か
ら
ぬ
影
を
お
と
し
て
い
る
組
織
の
あ
が
き
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、発
足
当
初
の
設
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、ハ
タ
セ
ン
こ
と

畑
専
一
郎
氏
が
提
唱
さ
れ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
理
想
を
愚
直
な

ま
で
に
守
り
ぬ
こ
う
と
し
て
い
た
。１
９
９
３
年
、そ
の
４
５
年
の
歴
史
を
閉

じ
る
に
あ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
市
民
同
友
会
創
立
45
周
年
記
念
誌
『
夢
の
跡

め
く
れ
ば
』
に
記
さ
れ
て
い
た
君
本
さ
ん
の
深
い
思
い
°

―
そ
う
だ
人
は
魂
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
が
あ
る
―

受
講
料
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
君
本
さ
ん
の
誘
い
に
の
っ
て
、
軽
い
気
持

ち
で
事
務
局
に
入
っ
た
の
だ
っ
た
が
、通
算
18
年
。と
う
と
う
市
民
同
友
会
と

28
年
続
い
た
市
民
の
学
校
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
君
本
さ
ん
と
共
に
見
て
し
ま
っ

た
。

⑦
〈
連
詩
〉「
連
詩
〈
イ
カ
ロ
ス
〉
の
巻
」
詩
誌
「
ア
・
テ
ン
ポ
」
の
同
人
諸

氏
に
よ
る
連
詩
／
梅
村
光
明
↓
由
良
佐
知
子
↓
玉
井
洋
子
↓
井
之
上
幸
代
↓

山
口
洋
子
子
↓
内
田
正
美
↓
丸
田
礼
子
↓
山
本
真
弓
↓
牧
田
榮
子
↓
梅
村

光
明
↓
由
良
佐
知
子
↓
玉
井
洋
子
　

⑧〈
報
告
〉兵
庫
県
現
代
詩
協
会
創
立
二
十
周
年
記
念
会
＆『
ひ
ょ
う
ご
現
代

詩
集
２
０
１
６
』
出
版
記
念
会
―
詩
で
架
け
よ
う
未
来
に
向
か
っ
て
―
　
報

告
者
・
神
田
さ
よ
（
別
枠
に
表
示
）

⑨
〈
追
悼
・
直
原
弘
道
〉「
一
乗
寺
鉄
男
さ
ん
に
出
会
っ
て
か
ら
」
三
宅
武

（
別
枠
に
表
示
）

⑩
〈
詩
評
〉「
矢
向
季
子
の
こ
と
」
季
村
敏
夫

⑪
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
安
永
稔
和
『
一
行
の
詩
の

た
め
に
は
』（
沖
積
舎
）
▽
安
永
稔
和
『
神
戸
わ
が
街
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版

セ
ン
タ
ー
）▽
玉
川
侑
香『
戦
争
を
食
ら
う
　
軍
属
・
深
見
三
郎
戦
中
記
』（
風

来
舎
）
▽
山
崎
啓
治
『
も
っ
ぺ
ん
』（
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
）
▽
増
田

ま
さ
み
句
集
『
遊
絲
』（
霧
工
房
）
▽
佐
伯
圭
子
『
空
も
の
が
た
り
』（
編
集
工

房
ノ
ア
）
▽
佐
藤
勝
太
『
生
命
の
絆
』（
文
芸
社
）

⑫
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑫
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

★
第
42
号
（
２
０
１
７
年
12
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
イ
ベ
ン
ト
〉
２
０
１
７
年
度
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
が
10
月
８
日

神
戸
市
中
央
区
の
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
・
リ
リ
ー
の
間
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

司
会
の
時
里
二
郎
副
会
長
よ
り
開
会
が
告
げ
ら
れ
、
た
か
と
う
匡
子
会
長
が

開
会
と
し
て
詩
人
・
平
田
俊
氏
を
迎
え
、「
詩
を
書
く
時
間
―
言
葉
を
こ
ろ
が

す
、言
葉
に
つ
ま
ず
く
」と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
が
あ
っ
た
。第
二
部
は
司
会

の
北
野
和
博
に
よ
り
朗
読
会
が
行
わ
れ
た
。16
名
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。二
次

会
の
会
場
は
ス
ペ
イ
ン
料
理
カ
ル
メ
ン
で
行
わ
れ
た
。

②〈
講
演
記
録
〉平
田
俊
子
氏
の
講
演「
詩
を
書
く
時
間
―
言
葉
を
こ
ろ
が
す
、

言
葉
に
つ
ま
ず
く
」
報
告
者
・
森
田
美
千
代
（
別
枠
に
表
示
）

③
〈
報
告
〉「
現
代
詩
セ
ミ
ナ
ー
・
神
戸
２
０
１
７
」
で
行
わ
れ
た
倉
田
比
羽

子
氏
の
講
演
「
輝
け
女
性
詩
　
新
し
い
戦
慄
を
求
め
て
」
に
つ
い
て
。
報
告

者
・
牧
田
榮
子

⑦
〈
連
詩
〉「
連
詩
　
神
戸
・
秋
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
寄
せ
て
」
詩
誌
「
現
代

詩
神
戸
」
の
諸
氏
に
よ
る
五
行
詩
／
大
賀
二
郎
↓
か
は
ら
お
さ
む
↓
中
川
道

子
↓
佐
藤
勝
太
↓
西
村
好
子
↓
宮
川
守
↓
春
名
純
子
↓
岩
崎
英
世
↓
水
こ
し

町
子
↓
永
井
ま
す
み
↓
三
宅
武
↓
豊
原
清
明
↓
渡
辺
信
雄
↓
小
西
誠
↓
田
中

信
爾
↓
張
華
↓
井
口
幻
太
郎

④
〈
詩
評
〉「
矢
向
季
子
の
こ
と
・
続
」
季
村
敏
夫

⑤
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
鈴
木
賀
恵
『
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
―
花
―
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
今
村
欣
史
『
触
媒
の
う
た
』（
神
戸
新
聞
総

合
出
版
セ
ン
タ
ー
）▽
瑞
木
よ
う『
桜
の
空
』（
竹
林
館
）▽
田
中
信
爾『
Songs』
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②〈講演記録〉平田俊子氏の講演「詩を書く時間―言葉をころがす、言葉につまずく」
報告者・森田美千代

司会者の時里二郎さんが「プロフィールの紹介、興味深
い話が聞かれるでしょう。ことばのシャワーを浴びてくだ
さい」と話された。次に実行委員会会長たかとう匡子さん
からは、「平田俊子さん（写真）の詩は、内的描写力に仕掛
けがある。日常にあると思い読んでいると詩の作品として
読んでしまう。ブラックユーモア・仕掛けがある。作品と
しての作者と詩の主人公とは違う。その仕掛けを見破って
もらったら」との話でいよいよ平田俊子さんの登壇であ
る。手にはなぜか小さな透明な瓶を持っている。軽やかな
声で話が始まった。「神戸入りは久しぶりだがほっとする」
と神戸人の心に入ってきた。京都に 11年、その他 6年関西で暮らしたことで関東（東京）
との違いから話が始まった。例えば、東京では食事では最後に必ず一つ残す。関西は最後
まで食べる。食べないままにすることで遠慮の心を表現しているようだ。また「～かし
ら？」「じゃん」「なのね」と男の人でもいう。西と東の分厚い壁かおる。関東では、関西
で通じていた冗談も通じない。
そこで、尼崎の園田に住んでいたが大阪を西として過去をネタにした『（お）もろい夫

婦』が朗読された。音の響きや言葉に引きずられていく。言葉がどんどん変質いく感覚で
ある。ご主人は岐阜県で中部地方だが東側にした。作品化をするためには、西側、東側で
多少フィクションしながら敢えて変えていく。詩をおもしろくするために必要である。創
作はフィクションを混じえる。漫才風であったり、東京への反発であったり「いかにも詩
でございます」への反発である。平田さんは、どんな苦しい生活の中でも「詩を書くこと
は手放さず没頭してしゃんとしていた」と話す。悲しいとか寂しいとかをテーマにして書
いたらと、思潮社から進められたけどありきたりのことは書きたくなかった。そこで、尼
崎（あまがさき）を雨傘期（あまがさき）として墓でのくらしを詩にした。字を変えると
普通の「尼アマ」を雨傘期にすることで新しいイメージを作る。ことばをころがす↓こと
ばをころす。「が」だけ取っただけで違ってくる。この詩は父が死んでいるが、実際には
死んでいない。「夜ごと太る女」→まさに太る。タイトルにも気をつけている。
関西弁＝方言はよその国のようで聞いて楽しい。関西でないとわからない言葉がある。

関西にいたとき「自分は？」と友人に言われて「わたしのこと？」と戸惑ったことがある。
関西でないとわからない。よそものだから、詩にすることやしゃべることが難しかったお
かげで関西弁の詩を書きたくなった。『戯れ言の自由』の「あかん」はことばが捕りつい
た物を書き取るうとして詩になった。
四人の作家を例に上げて、その土地土地の言葉（会話）に注目していくとよく分かる。

まず、幸田文の随筆「秋の電話」では、東京の山の手の雰囲気が感じられる。日本語の品
のいい会話がやわらかで心が温かくなってくる。また、同じ東京でも沢村貞子の「わたし
の浅草」に出てくる「あたりみかん」という言葉から、下町の人情かおり浅草の元気で威
勢のいい会話がある。林芙美子の「風琴と魚の町」の母と娘の言い合いは門司の方言の良
さが出ている。そして、登壇した時に持っていた小さな瓶は次の佐多稲子の小説『キャラ
メルエ場から』に出てくる化粧品の瓶だった。長崎から出てきているのに父と娘の会話に
長崎の方言は使っていない。それではリアルでない。もっと方言を使っていたらイメージ
が変わっただろう。
会話には心と心のやり取りかおる。それを詩の中に取り入れていくことを知った。平田

さんの詩の出発点は、草野心平の「秋の夜の会話」である。会話が詩になる。詩は誰かに
向かって書いている。
詩は難しいが、なにものにも替えがたい時間である。「いつでもやめてやらあ」と思っ

たが、止められない。どこまでいけるか。一作一作新しい試みをして見極めるため書いて
いくだろう。
明るく強くそして楽しく話されてから、最後に「犬の年」を朗読された。笑える詩は下

品で軽く見られる。しかし、詩らしい詩ばかりでなく軽く思われるようだが捻くれ意識と
思われるようなのを書いてみた。孤立を恐れてはいけない。同人・現代詩人会も一切入っ
ていない。一人で細々とやっていると締めくくった。
その後は、質問に楽しく答えてくださった。心に残った言葉として「日本語の言葉の豊

かさを会話にとり入れることで難解さから防御できる」「落語が好きで見ていると日本語
をころがす、ふみはずす、アクセントがある。それを詩の中に入れる。現実を書く」「隠
岐島に育ったが後ろ暗さを笑いで転化したのかもしれない」また、「文字変換から詩が構
築されている。それは、言葉を並び替える。言葉遊びをしている」と話された。
言葉をころがすとは、言葉と遊び、音の響きに耳を傾け、言葉に引きずられてどんどん

変質いく感覚を味わうということだろう。
詩集『戯れ言の自由』をけじめ、言葉遊び的な詩を得意とする。意外な言葉どうしのぶ

つかり合いを楽しみながら、会話や方一言を取り入れることで人情や暮らしまでイメー
ジする。素朴な中から詩を紡ぐ手法に会場のみんなは感銘を受けた。楽しく詩を書く、詩
はしかめっ面して問うものばかりではない。もっと楽しいものだ。詩作そのものの喜びを
率直に記すということを話された。
朗読あり笑いあり示唆にとんだ話ありで、あっという間に時間が過ぎた。〈第42 号〉



（
竹
林
館
）▽
植
村
孝『
水
の
化
学
者
に
な
る
と
』（
私
家
本
）▽
関
は
る

み
『
黒
き
猫
』（
コ
ン
ト
ラ
ル
ト
文
庫
）
▽
野
口
幸
雄
『
妻
が
出
か
け
た

日
』（
澪
標
）
▽
尾
崎
美
紀
『
出
発
は
い
つ
も
』（
空
と
ぶ
キ
リ
ン
社
）
▽

水
こ
し
町
子
『
い
く
つ
も
の
月
』（
砂
子
屋
書
房
）
▽
長
尾
佳
枝
『
ば
ら

サ
サ
ユ
リ
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
玉
井
洋
子
『
霾
る
』（
澪
標
）
▽
中
堂

け
い
こ
『
ニ
ュ
ー
シ
ー
ズ
ン
ズ
』（
思
潮
社
）

⑥
〈
報
告
〉
第
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回
読
書
会
に
つ
い
て
／
「
平
田
俊
子
の
詩
に
つ
い
て
」

二
〇
一
七
年
七
月
二
十
九
日
　
私
学
会
館
／
チ
ュ
ー
タ
ー
野
田
か
お

り
／
報
告
者
・
黒
住
考
子
（
別
枠
に
表
示
）

語
っ
て
い
る
。

⑦
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑧
〈
会
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の
発
行
書
／
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員
の
詩
誌
〉

★
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①
〈
総
会
〉
▽
第
22
回
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
総
会
が
５
月
６
日
（
日
）

午
後
１
３
時
３
０
分
よ
り
、今
回
は
場
所
を
西
宮
市
に
移
し
、西
宮
市
民

会
館
で
開
催
さ
れ
た
。

②〈
講
演
記
録
〉総
会
第
２
部
／
講
師
・
大
橋
愛
由
等
／
テ
ー
マ「
沖
縄

詩
が
撃
つ
も
の
詩
・
言
葉
・
思
想
」
／
報
告
者
・
高
谷
和
幸

５
月
６
日（
日
）に
西
宮
市
民
会
館
で
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
総
会
が

あ
っ
た
。こ
れ
は
そ
の
時
の
大
橋
愛
由
等
氏
の「
沖
縄
詩
が
撃
つ
も
の
―

詩
・
言
葉
・
思
想
」と
い
う
講
演
の
レ
ポ
ー
ト
と
、私
的
な
感
想
を
交
え

た
も
の
で
す
。

大
橋
氏
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
毎

年
続
け
て
い
る
奄
美
へ
の
生
命
回
帰
と
も

い
え
る
旅
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
大
震
災

の
経
験
が
今
回
の
沖
縄
の
広
い
意
味
で

詩
・
言
葉
・
思
想
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ

根
底
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ

こ
か
ら
は「
わ
た
し
の
言
葉
、そ
し
て
詩
っ

て
何
？
」
と
い
う
問
い
が
絶
え
ず
な
さ
れ

て
き
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
問

い
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
警
鐘
と
な

る
も
の
で
あ
る
し
、
気
づ
き
を
起
こ
さ
せ

る
も
の
だ
っ
た
。

ま
ず
、当
日
配
ら
れ
た
資
料
か
ら
、沖
縄

戦
後
詩
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
。「
沖
縄
戦
・

焦
土
化
（
ま
ま
）
米
軍
政
府
と
の
あ
ら
が

い
」「
琉
球
大
学
に
依
拠
す
る
詩
人
た
ち
」

「
反
復
帰
闘
争
・
復
帰
後
の
幻
滅
・
自
律

の
模
索
」「
詩
の
自
律
・
個
の
風
土
へ
の
縦

深
化
」「
状
況
氏
詩
を
め
ぐ
る
論
争
」
と
順

を
追
い
な
が
ら
の
話
が
あ
っ
た
。
情
報
と

し
て
多
す
ぎ
て
そ
れ
を
二
言
で
振
り
返
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、（
ス
マ
フ
ツ
）

と
い
う
母
語
の
、
そ
れ
も
一
概
に
は
言
え

な
い
の
だ
が
、
数
多
く
の
島
々
地
方
で
醸
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③〈読書会〉第 12回読書会　「平田俊子の詩について」
2017 年 7月 29 日　私学会館 チューター　野田かおり     
報告者・黒住考子

連日の記録的猛暑の中、三十五名の出席でした。冒頭、チューターの野田
さんは、自分と詩の書き方の違う人の詩を読んでみたかったと率直に立場
を表明。
まずその詩について。平田自身が「言葉遊びや笑いのある詩を大事にした

い……その上で単なる遊びで終わらないような心
しん
の強さも持ち合わせた

い」と語っていることが紹介された。そして『詩、ってなに？』（「小学館ご
ムック」）をテキストに、ウーロン茶

○

→チャ
○

ーリーチャップリン→ラ・マン
チャ

○

の男、と茶の響きから連想を拡げていく詩法を例に、連想を構造的に組
み立てながら詩を書いていく手法を紹介。まさに言葉を遊びながらその心
（しん）の強さを展開していく良い例だと思った。また詩という小さな容れ
物にはテーマを絞って掘り下げていくことが大切であること、詩を決める
には名詞が大きな役割を負っていると思っていると平田は丁寧に語ってい
る。
野田さんは、１９９３万年の『（お）もろい夫婦』あたりから実体験を題

材に、その詩法を変化させていったと述べている。そして呂冨年の『戯れ言
の自由』を中心に話された。岡井隆の「…面白くて笑いながら読んでゐるう
ちに、だんだん、詩集の奥まで読むときには、すっかり真顔になってゐると
いう、タネも仕掛けもある詩集である」という評をひいて、現実にがんじが
らめにならない、言葉の自由を確保しなければならない地点から詩を書こ
うとしていると強く感じたと述べている。中には戦争の記憶とダイレクト
に結びついた詩もあって、社会性を言葉の問題として取り組もうとした立
場を、岡井隆との対談で平田自身が語っている。「言葉が自由に呼吸してい
るというか、言葉や発想の自由さを活かした詩を書きたいとずっと思って
います。…自分の中に一旦沈めて、時間が経ったあとで…どこかで意識して
書くくらいの方が自由度の高い詩ができるんじゃないかな…」と。その言葉
には世界に対する自分との距離の取り方をきっちり考えて表現の問題にし
ていく態度がよく現れていると思う。野田さんは、始めは何でこんなにダジ
ャレが多いのかと思ったが、再読するたびに重たい詩だなと思うようにな
ったと述べている。
やはりレジメの中にある「…詩にはいろんなタイプがあります。…自分の

性格や好みや生理や考え方にあう詩を書いていけばいいのです。」という平
田自身の言葉。当たり前といえば当たり前ともいえる詩への対し方だが、そ
こにはむしろ毅然と、女性性を越えて自分ということで書いて来たという
心（しん）の強みがみえるように思った。
チューターの報告の後、「言葉のはずし方、あるいは転がし方のうまさ」

「個人的体験を題材としながらあくまで表現上の問題として書く姿勢」「あ
り得ない不条理の世界を言葉で実現してしまう手法」「社会への対し方と表
現の問題」「詩あるいは言葉の自由度とは？」などそれぞれの問題意識から
の発言が為された。中で「落下」という詩をあげて、終わり三行をどう読む
かで、詩の印象や意味が変わってくる、という指摘があり、どう読むかは読
み手の詩や社会への問題意識の現れでもあると実感。
私は事前の読書で必ずしも平田詩を楽しめなかったが、言葉のリズムが

しっかりあって、そのリズムに乗ることでようやく読める感じがあった。今
回のリポートを聞いて、その詩への対し方が見えてきたとき、各自にあう詩
を書けばよい（読めばよい）との言に頷いた上で、違和感を持った詩をも受
け入れて読める、柔らかさを持ちたいものだと思った。
１０月《詩のフェスタひょうご》の講演会のタイトルは「詩を書く時間―

言葉をころがす、言葉につまずく」である。意味性が重視されがちな現代詩
をもう少し言葉と遊びたい、言葉で遊びたいという思いから書いていこう
とその領域を拡げる仕事をされている平田さん。さてご本人からどんなお
話がきけるだろう。 〈42 号〉

③〈読書会〉第 13回読書会「生誕 99年黒田三郎の一生に寄り添う
2017 年 12 月 2日県民会館／チューター・野口幸雄／
報告者・植村孝

まずチューターの野口幸雄氏の自己紹介から始まる。ご自身の著書
『妻が出かけた日』と詩誌「風の音」について語られ、詩を書き出した
きっかけはフォークソンググループの「赤い鳥」が歌った「紙風船」に
影響を受ける。その後「紙風船」の詩を書いた黒田三郎に傾倒してい
く。野口幸雄氏は四十年も前にフォークソングの詩も書かれてレコー
ドも出されたようだ。又まだ詩を書き始めて六年だそうだ。
野口幸雄氏は黒田三郎の詩を細かく分析し解剖するのに二十数冊

彼に関する本を読んで今回の読書会に挑まれたようだ。実に細々かに
講演されて分かりやすく黒田三郎の功績をあらためて知らされた次
第だ。
黒田三郎（くろださぶろう、1919 年〈（大正 8）2月 26 日～1980 年

（昭和 55）1月 8日〉広島県呉市出身。呉海兵団の副団長であった父・
勇吉（海軍兵学校第二十一期）の退役に伴い、三歳からは、父の故郷・
鹿児島で育つ。東京大学経済学部卒業。戦時中、会社から派遣された
り現地召集で南洋の島々で過ごした。戦後はＮＨＫに入局し、一九四
七年、詩誌「荒地」創刊に参加し、詩や評論を発表する。結核の闘病
を続けながら、市民の生活に根ざした感情を平明な言葉で描いた。
以下黒田三郎の詩を朗読しながらエピソードと持論を展開され語

られた。黒田三郎が 18歳の時北圉克衛のＶＯＵに参加して「け罌し
粟」を発表。それを朗読。23歳で大学を卒業すると民間人としてジャ
ワに行き銃を持つことなく知識人として現地で暮らす。引き揚げてき
てから詩のスタイルも変わりひとりの人間が自分の目で見、自分の耳
で聞き、自分自身で感じ、自分自身で考える、自分の体験したものだ
けを詩にすると言う信念に傾いていく。
黒田三郎が 28歳の時出版した詩集『ひとりの女』空前の大ヒットに

なる。そのひとりの女こそ黒田三郎の妻である。「ぼくはまるでちがっ
て」「それは」を朗読。『失われた墓碑銘』から「ああ」。『小さなユリ』
から「夕方の三十分」「ぼくを責めるものは」を朗読。五年間に六編し
か詩を書かなかった時期の詩集『渇いた心』から「引き裂かれたもの」
婦人雑誌に書かれた『もっと高く』から「海」をそれぞれ朗読。49歳
の時上梓した詩集『ある日ある時』から「ある日ある時」を朗読。詩
集『羊の歩み』から「誕生日」と「日常」を朗読。50歳の時ＮＨＫを
退局後書いた詩『悲歌』から「風邪をひいて」を朗読。60歳の時急性
肺炎で入院したとき上梓した『死後の世界』から「死後の世界」朗読。
最後に大西隆志氏が「紙風船」を歌い終了。
黒田三郎は荒地派の詩人だが田村隆一や鮎川信夫、北村太郎等と違

い社会派で生活詩や民衆詩を得意としている。その当たりを野口幸雄
氏は実に丁寧に細かく黒田三郎を人間のドラマとして話された。
黒田三郎を読むと言葉の使い方がシンプルでその当たりからも明

快さとやさしさが伺える。黒田三郎の詩の朗読と説明で人間黒田三郎
も見えてきた。質疑応答も含め意義ある二時間で野口幸雄氏の講演に
よってあらためて黒田三郎の真骨頂と新発見を見た気がした。

〈43号〉



成
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
異
言
語
を
い
か
に
大
切
に
し
て
き
た
か
、
そ
れ
が
日

本
語
の
表
記
と
な
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
時
に
い
か
に
精
神
的
な
崩
壊
に
ま

で
及
ん
で
い
る
か
、で
あ
っ
た
と
思
う
。資
料
に
は
高
良
勉
や
山
之
口
獏
な
ど

よ
く
知
ら
れ
た
詩
人
の
ほ
か
に
、
新
川
明
、
川
満
信
一
、
清
田
政
信
、
中
里
友

豪
、
新
城
兵
一
の
詩
が
取
り
囲
み
一
つ
の
視
覚
的
な
宇
宙
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
も
注
意
を
促
し
た
い
。

二
枚
目
の
資
料
に
は
現
代
沖
縄
文
学
の
思
想
、情
念
の
力
学
、信
念
の
力
学

な
ど
岡
本
恵
徳
、清
田
政
信
の
著
作
物
の
コ
ラ
ム
の
紹
介
。二
面
に
は
山
之
口

獏
研
究
か
ら
知
念
榮
喜
、仲
里
効
、岡
本
恵
徳
の
著
作
物
の
コ
ラ
ム
の
抜
粋
が

あ
っ
た
。「
山
之
口
獏
の
彷
徨
（
さ
す
ら
い
）
は
近
代
社
会
へ
の
あ
ら
が
い
で

あ
り
、か
つ
沖
縄
人（
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
）と
し
て
日
本
と
日
本
人
と
の
距
離

を
ま
さ
ぐ
る
詩
的
営
為
で
あ
っ
た
」、と
大
橋
白
身
の
コ
メ
ン
ト
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
小
休
止
と
な
り
、
常
任
理
事
の
大
西
隆
志
が
山
之
口
獏
の

「
生
活
の
柄
」
の
詩
に
フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー
の
高
田
渡
が
曲
を
付
け
た
歌
を
、

バ
ン
ジ
ョ
ー
の
伴
奏
に
よ
り
歌
っ
て
い
る
。

三
枚
目
の
資
料
に
は
見
出
し
と
し
て「
沖
縄
の
詩
人
た
ち
は
本
土（
ヤ
マ
ト

ウ
）
の
詩
人
と
異
な
る
位
相
で
詩
と
言
葉
に
向
き
合
っ
て
い
る
」
あ
る
よ
う

に
、
南
海
日
日
新
聞
に
掲
載
し
た
大
橋
愛
由
等
の
コ
ラ
ム
全
文
と
松
原
敏
夫

詩
集『
ゆ
か
い
な
ブ
ザ
の
パ
リ
ア
ー
』の
書
評
が
の
っ
て
い
る
。こ
こ
に
き
て

よ
う
や
く
大
橋
自
身
が
自
分
の
言
語
、
自
分
の
詩
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
沖
縄

の
詩
人
た
ち
、
沖
縄
の
文
化
・
思
想
に
係
っ
て
き
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

講
演
の
内
容
を
時
系
列
に
並
べ
て
み
た
が
、私
と
し
て
の
感
想
、気
づ
き
が

ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
書
い
て
締
め
く
く
り
た
い
。言
葉
を
、ま
し
て
自
分
の
言

葉
を
言
葉
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
詩
を
書
く
と

い
う
差
し
迫
っ
た
状
況
の
中
で
言
葉
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
出
自

と
な
る
言
葉
を
考
え
る
こ
と
は
詩
を
考
え
る
と
こ
ろ
の
段
階
で
、
自
覚
的
に

唯
一
で
き
る
詩
へ
の
一
歩
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
き
っ
か
け

を
与
え
て
く
れ
た
貴
重
な
講
演
で
あ
っ
た
。

③
第
13
回
読
書
会
「
生
誕
九
十
九
年
黒
田
三
郎
の
一
生
に
寄
り
添
う

２
０
１
７
年
12
月
2
日
県
民
会
館
／
チ
ュ
ー
タ
ー
・
野
口
幸
雄
／
報
告
者
・

植
村
孝

④
〈
報
告
〉
第
５
回
文
学
紀
行
報
告
「
須
磨
寺
と
周
辺
の
散
策
を
楽
し
む
」
報

告
者
・
北
岡
武
志

⑤
〈
報
告
〉
第
７
回
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
報
告

⑥〈
講
演
記
録
〉『
竹
中
郁
、神
戸
と
い
う
風
土
が
生
ん
だ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
』

講
演
趣
旨
と
感
想
　
和
比
古

「
兵
庫
・
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
」
シ
リ
ー
ズ
の
、
足
立
巻
一
、
綾

見
謙
、
中
村
隆
、
君
本
昌
久
に
続
く
五
回
日
の
講
演
で
あ
る
。

竹
中
郁
は
神
戸
に
生
れ
住
ん
で
、
モ
ダ
ン
な
風
土
を
詩
の
糧
に
新
し
い
詩

の
精
神
を
呼
び
覚
ま
し
、近
代
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
を
書
い
て
い
る
。時
代

の
風
を
う
ま
く
背
負
っ
て
生
き
た
竹
中
の
モ
ダ
ユ
ズ
ム
に
講
演
で
は
焦
点
が

あ
て
ら
れ
て
い
た
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
20
世
紀
文
学
の
一
潮
流
で
あ
り
、
都
市
生
活
を
背
景
に

し
、既
成
の
手
法
を
否
定
し
た
前
衛
的
な
文
学
運
動
で
あ
る
。ま
ず
、リ
ア
リ

ズ
ム
、抒
情
と
の
対
比
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、各
々
の
詩
の
背

景
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
た
。
特
に
関
西
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
そ
の
特

徴
を
示
さ
れ
た
。ま
た
、抒
情
詩
人
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
と
の
違
い
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
位
置
づ
け
を
さ
れ
た
。モ
ダ
ニ
ズ
ム
で

も
一
味
違
う
安
西
冬
衛
と
の
比
較
論
も
展
開
さ
れ
、
竹
中
を
育
て
た
灘
と
い

う
地
域
で
、日
常
性
の
分
野
、抒
情
詩
の
領
域
を
深
く
自
分
の
詩
を
溶
か
し
込

ん
で
い
る
。

竹
中
の
９
冊
の
詩
集
を
紹
介
し
、戦
後
の
昭
和
２
３
年
の
第
７
詩
集『
動
物

磁
気
』か
ら
第
８
詩
集『
そ
の
ほ
か
』ま
で
は
２
０
年
間
も
空
い
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
、
全
詩
集
に
関
し
て
も
そ
の
経
緯
を
述
べ
ら
れ
た
。
第
１
詩
集
か
ら

「
庭
」、「
晩
夏
」
な
ど
を
取
り
上
げ
、
特
に
こ
の
二
つ
の
詩
に
関
し
て
は
情
景

説
明
と
と
も
に
、
い
か
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
詩
で
あ
る
か
に
つ
い
て
解
説
が

な
さ
れ
た
。
ま
た
、『
動
物
磁
気
』
の
連
続
し
た
短
詩
を
取
り
上
げ
朗
読
解
説

さ
れ
た
。『
そ
の
ほ
か
』な
ど
で
は
さ
ら
な
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
変
貌
が
あ
り
、そ

の
軌
跡
も
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
兵
庫
高
等
学
校
な
ど
の
校
歌
な
ど
を
多
く
書
い
た
こ
と
で
広
く
知

ら
れ
、そ
の
詩
を
検
証
さ
れ
た
。最
後
に
、同
じ
タ
イ
ト
ル
の
草
野
心
平
の
詩

を
引
用
し
両
詩
の
特
徴
を
述
べ
、
講
演
を
終
え
ら
れ
た
。

以
上
、
竹
中
郁
の
人
と
な
り
、
生
き
方
、
詩
に
つ
い
て
概
説
さ
れ
た
。
約
40

名
の
聴
衆
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。

⑦
〈
開
設
〉
待
望
の
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
立
ち
上
が
っ

た
。
http://hyogopoetstry.sakura.ne.jp/m
ain/

⑧
〈
連
詩
〉「
連
詩
〈
白
秋
〉
の
巻
」
詩
誌
「
M
essier」
の
同
人
諸
氏
に
よ
る

連
詩
／
香
山
雅
代
↓
内
藤
恵
子
↓
佐
伯
圭
子
↓
香
山
雅
代
↓
佐
伯
圭
子
↓
内

藤
恵
子
 

⑨
〈
エ
ッ
セ
イ
〉『
尹ユ
ン

東
柱
ド
ン
ジ
ュ

を
巡
る
旅
』
西
海
ゆ
う
子
（
別
枠
に
表
示
）

⑩
〈
詩
評
〉「
水
町
百
窓
の
こ
と
」
季
村
敏
夫

⑪
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
佐
藤
勝
太
『
佇
ま
い
』（
コ

ー
ル
サ
ッ
ク
社
）
▽
あ
だ
ち
か
つ
と
し
『
記
憶
』（
私
家
版
）
▽
和
比
古
『
人

間
の
構
図
』（
ユ
ニ
ウ
ス
）
▽
福
田
知
子
『
あ
け
や
ら
ぬ
み
ず
の
ゆ
め
』（
港
の

人
）
▽
山
本
眞
弓
『
五
月
の
食
卓
』（
澪
標
）
▽
鳥
巣
郁
美
『
時
刻
と

き

の
帷と
ば
り』（

コ

ー
ル
サ
ッ
ク
社
）

⑫
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑬
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉
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⑨〈エッセイ〉『尹
ユン
東柱
ドンジュ

を巡る旅』西海ゆう子

始まりは、随分と昔に読んだ茨木のり子作品だったと思うが、定かでない。それでも植民地から
同志社大学へ留学、ハングルで詩を書いた、治安維持法で逮捕され獄死した等が、記憶の底に残っ
ていた。現在も命日に詩碑の前で追悼会かおり、宇治にも新しく詩碑が建ったと友人から聞いてい
た。昨年がちょうど彼の生誕百年にあたり、所用でソウルへ行った時、二〇一二年にできた「尹東
柱文学館」を訪れた。隣国の近代史に興味があり、これまでに「戦争と女性の人権博物館」や「西
大門刑務所歴史館」にも行っている。日本人には辛い場所だが、私には避けて通ることができない
過去でもある。
文学館は地下鉄景福宮駅からタクシー七分程の距離で、駅からバスの便もある。入場料無料。元
水道加圧場（水の流れに圧力を加え再び強く流れるようにする施設）で、館内は彼の詩に書かれた
空や星を象徴するような雰囲気が漂っていた。日本語パンフレットには―世に疲れ、妥協しながら
卑怯になった私たちの魂に尹東柱の詩は美しい刺激を与えてくれる。そして魂の流れを整えて新
に流れるようにしてくれる。尹東柱文学館は私たちの魂の加圧場だ―とある。水に関連して、詩「自
画像」の井戸からモチーフを得て、使われなくなった水槽を上手に利用していた。定期的にＤＶＤ
も上映され、ハングルがわからなくても彼の生涯が理解できるようになっていた。入場者も多く根
強い彼の人気がうかがわれたし、案内板には詩の朗読会のお知らせもあった。
戻って岩波文庫版詩集（金時鐘訳）を読み直し、民族詩人と言われているが、治安維持法で逮捕
されるような詩とは、とうてい思えなかった。時を同じくして、生誕百年を記念した墓参りツァー
に行った人の報告では、生地は現在中国吉林省延吉市、十九世紀末朝鮮から人々が集団移住した明
東村（抗日地域）である。さらに彼がクリスチャンだったことも特高に目をつけられる理由だった
らしい。丘の上の墓参りをした彼女は、墓を背にして向こうの山々の緑とふもとの村を見たとたん
「天と空、風を感じた」とまるで詩人のような言葉を発したと記している。あの地にはそうした力
があったのだと。
二十七歳の非業の死に、想像を掻き立てられる。彼をテーマに書き始め事情あって中断、一月の
アート展は第一章のみで出品した。いずれと考えていた時、本会の大橋さんから追悼会に誘われ
た。二月の京都は厳寒、それでも二月十六日福岡刑務所獄死を想うと、まだ足りない気もした。ソ
ウルから美術家が参加、「星を数える夜」（上野都訳）をアート作品にして詩碑の傍らに掲げ、自国
の若い詩人の為に集まった人たちに、熱い労いの言葉をかけてくれた。献詩とフラメンコギターの
献曲で、凝縮した時が流れて行った。彼は追悼するひとりひとりの中に確かに生きている、太陽で
も月でもなく星として。私だちとは別に若い韓国人たちも訪れ、また花束も沢山捧げられていた。
彼の詩人としての評価はそれぞれに任せて、二十七年の生か、私たちにいろいろなことを語りか
ける。彼には私たちを書くことに駆り立てる何かがあって、それが今なお愛される理由かと思う。
彼の足跡がまだ韓国にも残っている。日本で詩を書く者としてソウルに出かけ、ソウルの詩人達と
コラボできたらまた新しい何かが生まれるのではないかと。出かけませんか、韓国は余りにも遠く
そして近い国なのだから。                                                            〈第 43 号〉
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★
第
44
号
（
２
０
１
８
年
12
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
報
告
〉２
０
１
８
年
度

「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う

ご
」・
盛
会
の
う
ち
に
終

わ
る
／
報
告
者
・
神
田
さ

よ
10
月
14
日
、
ラ
ッ
セ
ホ

ー
ル
・
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー

（
神
戸
市
中
央
区
）
に
お
い

て
２
０
１
８
年
度
詩
の
フ

ェ
ス
タ
が
行
わ
れ
た
。
今

年
度
は
兵
庫
県
政
一
五
〇

周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
企
画
、準
備
し
た
。例
年

は
、
講
演
会
と
自
作
詩
朗

読
会
を
行
う
の
だ
が
、
伊

藤
比
昌
美
さ
ん
の
講
演
、

更
に
伊
藤
比
呂
美
さ
ん
と

平
田
俊
子
さ
ん
の
対
談
、自
作
詩
朗
読
会
を
企
画
し
た
。参
加
申
し
込

み
は
事
務
局
に
連
絡
が
入
る
が
、
講
師
両
氏
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
で

告
知
し
て
く
だ
さ
り
、ま
た
、今
年
度
よ
り
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

開
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
開
催
直
前
ま
で
メ
ー
ル
や
電
話
で
う
れ
し

い
忙
し
さ
だ
っ
た
。

13
時
よ
り
尾
崎
美
紀
さ
ん
の
司
会
で
開
始
し
、
た
か
と
う
匡
子
会

長
の
開
会
の
挨
拶
に
つ
づ
き
、
伊
藤
比
呂
美
さ
ん
に
よ
る
「
カ
タ
る

ウ
タ
う
　
ノ
ロ
う
」の
演
題
で
講
演
が
始
ま
っ
た
。語
り
か
け
る
よ
う

な
講
演
で
、
参
加
者
と
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
な
い
お
話
し
ぶ
り
に
、

皆
、
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
伊
藤
さ
ん
の
言
葉
は
肉
体
化
し
て
い

て
、観
念
で
は
な
い
こ
と
ば
の
響
き
に
魅
了
さ
れ
た
。朗
読
も
ず
ん
ず

ん
胸
に
入
り
込
ん
で
い
く
。
あ
っ
と
い
う
間
の
一
時
間
だ
っ
た
。

そ
の
後
、伊
藤
さ
ん
と
平
田
さ
ん
と
の
対
談
が「
詩
を
生
き
る
と
い

う
こ
と
」
と
言
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
。
こ
ち
ら
の
配
慮
が
足
り
な

く
、ス
テ
ー
ジ
を
設
け
な
か
っ
た
の
で
、お
座
り
に
な
る
と
後
ろ
の
方

に
見
え
な
い
の
で
は
と
、講
師
か
ら
ご
配
慮
を
さ
れ
、お
立
ち
に
な
っ

て
対
談
を
さ
れ
た
。
お
二
人
の
異
な
る
個
性
が
発
揮
さ
れ
、
ま
た
、
お

互
い
に
尊
重
し
合
い
、と
て
も
良
い
対
談
と
な
っ
た
。対
談
も
お
話
に

引
き
込
ま
れ
て
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
た
。し
か
し
、詩
の
芯
は
し

っ
か
り
と
受
け
止
め
ら
れ
た
対
談
で
あ
っ
た
。平
田
さ
ん
は
、昨
年
も

詩
の
フ
ェ
ス
タ
に
講
師
と
し
て
お
越
し
く
だ
さ
り
、
今
年
も
是
非
と

い
う
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
。

第
三
部
自
作
詩
朗
読
会
は
北
野
和
博
さ
ん
の
司
会
で
進
行
さ
れ

た
。
当
初
、
十
四
人
の
応
募
で
時
間
内
に
収
ま
る
か
懸
念
し
て
い
た

が
、13
人
の
朗
読
者
が
ス
ム
ー
ス
に
行
っ
て
く
だ
さ
り
、ぴ
っ
た
り
予

定
時
間
に
終
了
し
た
。
朗
読
参
加
者
は
岡
山
、
和
歌
山
、
京
都
、
大
阪

か
ら
と
広
範
囲
か
ら
応
募
さ
れ
た
。

時
里
二
郎
副
会
長
が
終
わ
り
の
挨
拶
を
し
て
、
全
て
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
無
事
終
わ
っ
た

②
（
講
演
記
録
）
伊
藤
比
昌
美
さ
ん
講
演
／
テ
ー
マ
『
カ
タ
る
、
ウ
タ

う
、
ノ
ロ
う
』

◇
伊
藤
比
昌
美
さ
ん
×平
田
俊
子
さ
ん
対
談

タ
イ
ト
ル
『
詩
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
』

講
演
趣
旨
な
ら
び
に
対
談
趣
旨
（
別
枠
に
表
示
）

③〈
読
書
会
〉第
14
回
読
書
会
　
伊
藤
比
呂
美
の
詩
に
つ
い
て
２
０
１
８
年
七

月
28
日
　
私
学
会
館
　
チ
ュ
ー
タ
ー
・
寺
田
操
／
報
告
者
・
森
田
美
千
代

（
別
枠
に
表
示
）

④
〈
会
員
詩
〉
田
村
周
平
「
奇
跡
」

⑤
〈
報
告
〉
第
6
回
　
文
学
紀
行
「
神
戸
・
平
野
界
隈
を
巡
る
」

⑥
〈
評
論
〉
▽
『
街
貌
』
創
刊
号
に
つ
い
て
／
季
村
敏
夫
▽
き
っ
と
い
い
こ
と

が
あ
る
―
内
田
豊
清
の
こ
と
／
季
村
敏
夫

⑦
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
北
岡
武
司
『
鳩
は
丸
い
目

で
』（
和
光
出
版
）
▽
井
口
幻
太
郎
『
み
ず
い
ろ
の
含
羞
』（
摩
耶
出
版
社
）
▽

香
山
雅
代
『
雁
の
使
い
』（
砂
子
屋
書
房
）
▽
永
井
ま
す
み
『
万
葉
創
詩
―
い

や
重し

け
吉
事
よ
ご
と

』（
竹
林
館
）
▽
永
井
ま
す
み
『
永
井
ま
す
み
の
万
葉
語
り
」（
竹

林
館
）▽
月
村
香『
蜜
雪
』（
思
潮
社
）▽
以
倉
紘
平『
気
ま
ぐ
れ
な
ペ
ン
』（
編

集
工
房
ノ
ア
）
▽
由
良
佐
知
子
『
遠
い
手
』（
澪
標
）
▽
▽
高
木
敏
克
『
港
の

構
造
』（
航
跡
社
）
▽
宮
浦
久
子
『
マ
ス
ク
を
す
る
と
』（
濡
標
）
▽
以
倉
紘
平

『
遠
い
蛍
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）

８
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑨
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

★
第
45
号
（
２
０
１
９
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
総
会
〉第
23
回
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
総
会
が
５
月
６
日
、兵
庫
県
私
学
会

館
で
開
催
さ
れ
た
。
時
里
二
郎
の
開
会
挨
拶
に
引
き
続
き
司
会
の
神
尾
和
寿

に
よ
っ
て
玉
井
洋
子
会
員
を
議
長
に
選
出
。
事
務
局
神
田
さ
よ
・
会
計
玉
川

侑
香
・
会
計
監
査
梅
村
光
明
が
報
告
。
次
い
で
２
０
１
９
年
度
活
動
計
画

案
・
２
０
１
９
年
度
予
算
案
を
そ
れ
ぞ
れ
新
事
務
局
山
本
眞
弓
・
会
計
玉
川

侑
香
が
述
べ
た
。
最
後
に
規
約
改
正
を
時
里
二
郎
新
会
長
か
ら
提
案
さ
れ
異

議
な
し
で
承
認
さ
れ
た
。

②
〈
時
里
二
郎
新
会
長
挨
拶
〉「
た
か
と
う
匡
子
さ
ん
の
あ
と
を
引
き
継
ぎ
ま

し
た
。兵
庫
県
現
代
詩
協
会
は
１
９
９
７
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、言
う
ま

で
も
な
く
、
１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
い
う
未
曾
有
の
体
験
を

受
け
て
の
協
会
発
足
で
し
た
。震
災
の
惨
禍
を
越
え
て
、兵
庫
県
に
在
住
す
る

詩
人
た
ち
が
結
集
し
、
い
ち
早
く
震
災
詩
集
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
刊
行
し
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
生
れ
ま
た
こ
と
は
、
こ
の
協
会
の
原
点
と
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

伊藤比呂美氏（左）と平田俊子さん（右）

③〈読書会〉第 15回読書会
「藤富保男　アバンギャルド・エッセン」チューター・坂東里美
報告者・関はるみ

師走とは思えぬ暖かい日、詩の言葉の妙を学んだ。2017 年９月に 89歳で亡くなった藤富
保男の作品を２０年近く親交のあった坂東里美氏が同じ詩人の目で分析された。
冒頭で、日本の前衛詩人として 70年近く詩の実験を繰り返し、その可能性を追求した藤

富保男の詩はユーモア溢れる詩ですから、今日は大いに笑ってよい読書会です、と話され
た。藤富は、1928 年東京生まれ、現・東京外国語大学モンゴル語学科卒。公立中学校教師、
大学講師であったが、東京オリンピックのサッカー役員（サッカーの名手だった）でもあり
多才な人物であった。23歳で第一詩集『コルクの皿』を刊行した頃からＥ・パウンド、そ
の弟子で当時進駐軍として来日していたＭ・レックと知り合い、カミングズの翻訳詩集を
出版。世界の詩へと目を向けることになる。国内では、戦前からモダニズム詩を牽引し戦後
も活躍していた北園克衛、北川冬彦、西脇順三郎らと詩活動を続けた。藤富は、ユニークな
良い意味での奇人変人、大変魅力的な奇才で、若い詩人たちがいつも彼の側に集まって来て
いた。藤富保男氏の詩活動は大きく分けて、詩・視覚詩・カミングズやサティの翻訳の三つ
であるが、その他にもプライベートプレス「あざみ書房」の社主、音楽と朗読のコンサート
「詩を奏でる」の公演など多彩な活動をしていた。
藤富保男の詩についてのキーワードとしてシュルレアリスムとイマジズムの２つを挙げ

られた。藤富の詩はシュルレアリスムの絵を文字を使って表現しようとするものだった。そ
れを説明ではなく詩として定着させるためイマジズムの手法を使った。イマジズムとは、言
葉によって絵画的イメージを読み手の眼前に映像として浮かび上がらせる、想像させよう
とする詩である。藤富の詩の特徴としては、明確に表現するために異常な比喩を用いたり、
地口の多用や、文法を破壊してわざと辻褄の合わない表現を用いたりした。常套句を嫌悪
し、新しい発想を持たない詩に対しては手厳しい詩人であった。しかし、その発想の基盤は、
日常体験の中から得られたものでなくてはならないという考え方で、自分の中を通過した
体験を想像力で変形させ、最初の姿がわからなくなるくらい変形の後、浮かび上がってくる
「物凄い現実」を記述するのが彼の詩であるとのことだった。
藤富の代表的な作品を３つ挙げて具体的に詳しい分析と解説がなされた。「仕方が泣く

頃」では、秋風の吹く男と女の極彩色でセンチメンタルな組曲的詩であるが、地口を多用し、
言葉をずらしながらコミカルで切なく、この言語センスは天才的である。「六」は、六時に
女と待ち合わせをしている男が待ちぼうけを食らっている状況であるが、話しが少しずつ
ずらされて、一人の女が六時という時間になり、六時の待ち合わせの場所になる。六時が擬
人化されて最後には焦燥感だけが漂う詩となっている。「没落の象徴」は、作品の中に隠し
文字が埋め込まれたアクロスティック（折り句）の詩になっている。単語を分解して表記し
ているところは、スローモーションのコマ送りの効果を狙っている猫退治のユーモア溢れ
る詩。３作品とも詳しい解説があり、難解と思っていた藤富保男の詩が解きほどかれて理解
が進んだ。
最後にＣＤで藤富の詩「狂詩曲・鈴木清」の朗読を聴く。新聞記事で「鈴木」という姓が

多いと知り発想。想像力の膨らまし方は凄い。１８分程の長い作品だが、藤富の声を聴くこ
とができ、より身近な詩人に思えた。質疑応答では、情緒をどのように考えていたのか、最
後まで前衛だったのか、時代性との関連はどうだったのか、短い詩から長い詩に移行したの
はどうしてなのか等、多くの質問が出て、２時間の予定はあっという間に過ぎた。今まで難
解と思っていた藤富保男の詩がストンと身体の中を通り抜けて落ちる感がして、固まった
脳も少しは快感を共有した。
最後に私事だが、藤富保男氏は几帳面な方で、私の詩に対しても度々感想を下さった。一

昨年の６月２４日付の手紙が最後で、７月５日に入院、体調最悪の時であったと後で知り恐
縮するばかりだ。今回記録係を担当して藤富氏への想いが再び蘇った。〈第 45号〉
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③〈読書会〉第 14回読書会
伊藤比呂美の詩について

2018 年 7月 28 日　私学会館チューター　寺田 操
報告者・森田美千代

2018 年 7月 28 日私学会館において、第 14回読書会が寺田
操さんを報告者として開かれた。
詩を書き始める時、出会いはとても大事になる。伊藤比呂美は

「新日本文学学校」を受講したときの講師阿部岩夫に出会い、そ
の詩に惹きつけられことが詩を書く動機になったと口火をき
り、作品についてていねいに話された。
作品を評価する時、「ほめ殺し」というものがあるが、阿部の

批評はそうだった。その後阿部岩夫と藤井貞和発行の同人誌「詩
を織る」や「壱拾壱」（佐々木幹郎、清水哲男、ねじめ正一、藤
井貞和、吉増剛達等同人）に創刊同人として参加している。有名
な伊藤の作品「カノコ殺し」は二五〇行の詩でリフレーンが絶妙
で自動記述で書かれているが計算されている。母性神話と闘っ
ているようだ。作品として過激なようだが封印していることを
書いてくれると読み手もそれに吸い込まれる。また、現代音楽の
パフォーマンスや口承伝承のスタイルをみつけ、後の「説経節」
や「般若心経」や「日本霊異記」などに出会う下地になる。
関東では「ひ」を発音すると「し」となる。朗読は活字と文が
ぴったりしているが、イントネーションでは活字は表せない。言
葉は生きもので流動的だから、消えゆく音、消されていく音、混
じりあって生まれる音がある。変遷していく音の存在に気づか
される。音声文字として書くことは、表意文字とは同じではな
い。「朗読」で言葉を通過させ体感し、語りをベースに感覚を総
動員している。
作品「小田急線喜多見駅付近」のように関東の人は地名を書く
人が多い。また「ポーランド一触触発」は戒厳令下に実際に渡り
書いたものである。阿部岩夫は「伊藤の詩はユニークできわだっ
ていた。行わけ詩あり、散文詩あり、朗読が大変上手だった」と
言っている。
「この家には階段がある」「この家には怪談がある」と読み違え
てしまうのは、生老病死が堆積している「語り」と「騙り」が存
在の淵から原初へと降りていく怪談だと考えているからか。「わ
たしはあんじゅひめこである」は、怖くて残酷な昔話のような詩
篇で読み手に思考する時間を与えず、語り手の強い意志を感じ
る。語り口は説経節である。読者を置いてけぼりにしてしまう。
怖いけど美しい。美しいけど怖い。伊藤の詩は性のことが前に出
ているが、初めからそういうテーマにしているわけではない。
『日本霊異記』VS比呂美『とげ抜き　新巣鴨地獄縁起』という
この作品は散文と詩を一つの鍋に入れて熟成させているよう
だ。古典からの本歌取りだが、そうは感じさせない手法である。
地表から地下へ、表層から深層へと神話的空間が見えてくる。私
的生活をさらけ出すのは本歌取りをとると自分のことであって
も自分のことではないように感じられるいい方法である。何度
も再生され記憶を映像化している。また、伊藤比昌美はとこと
ん、言葉と格闘する詩人であると言えよう。身体を使い、頭をク
リアーにして、自分を、言葉を、ぎりぎりまで追い詰め、蕩尽し
て、脱皮する。「般若心経」の新訳とエッセーは別々のものでは
なく、新訳の「アウラ」であろう。介護の現実、生老病死の現実、
厄災、身近な素材を書くことで心のなかに溜まっている澱を一
気に噴き出す。カタルシスを得ていく。溜飲下っていく。読み解
き経本は「詩」であった。生活の中で翻訳とエッセーは結びつい
ている。経本に魅かれた理由は書かれている音だ。
「人の声、草木の声／ひとはどこから来て、どこにゆくのか」の

「川原の婆」は一所不在の川原の婆だが、誰の内にも棲みつき、詩
人の身体をやどかりにして外部へと出現する。ネットの無い時
代のユーチューバーのような書き手だ。最後に石牟礼道子さん
を描いた『良い死に方、悪い死に方詩人は死を凝視める事』を朗
読され、報告者の寺田操さんは「伊藤さんのようにはできない、
なれない、なりたくないけど、どんどん惹きつけられて次へ次へ
と読んでしまうのが彼女の詩の世界である。」と締めくくった。
伊藤比呂美の詩は一人で読み解くことは大変困難だが、理論

的に分析され詳細なテキストを提示されたことで伊藤比昌美の
世界に連れて行ってもらえた気がした。「詩のフェスタ」で伊藤
比昌美ご本人のお話を聞けること大変楽しみである　参加者 23
名 。                                                〈第 44 号〉

②
〈
講
演
記
録
〉
伊
藤
比
呂
美
さ
ん
講
演
／
テ
ー
マ
『
カ
タ
る
、
ウ
タ
う
、
ノ

ロ
う
』▽
伊
藤
比
昌
美
さ
ん
×平
田
俊
子
さ
ん
対
談
／
タ
イ
ト
ル『
詩
を
生
き
る
と

い
う
こ
と
』
／
報
告
者
・
神
尾
和
寿

今
回
の
「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」
に
お
け
る
講
演
の
部
は
、
大
変
、
贅
沢

な
形
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
伊
藤
比
呂
美
さ
ん
の
講
演
を
第
一
部
と
し
、
引
き

続
い
て
、盟
友
と
言
え
る
平
田
俊
子
さ
ん
と
の
対
談
も
第
二
部
と
し
て
催
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
平
田
さ
ん
は
、
前
回
２
０
１
７
年
度
の
「
詩
の
フ
ェ
ス

タ
ひ
ょ
う
ご
」に
お
招
き
し
た
講
演
者
で
も
あ
る
。そ
し
て
、昨
年
の
参
加
者
は
、

一
層
心
を
躍
ら
し
て
本
年
も
来
場
し
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、「
詩
は
病
で
あ
る
。詩
人
に
し
て
も
詩
の
読
者
に
し
て
も
、病
人
で
あ
る
」

と
の
挑
発
的
な
宣
言
か
ら
、
第
一
部
の
講
演
は
始
ま
っ
た
。

教
養
と
し
て
の
詩
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
、
言
葉
を
備
え
た
生

き
物
に
と
つ
て
の
い
わ
ば
業
と
救
い
の
次
元
で
詩
と
い
う
も
の
が
突
き
付
け
ら

れ
る
の
だ
な
と
、
わ
れ
わ
れ
は
直
感
で
き
た
。
何
ら
か
身
に
つ
ま
さ
れ
て
柔
ら
か

な
笑
い
声
が
起
こ
る
一
方
で
、
期
待
感
と
緊
張
感
と
に
、
会
場
は
一
気
に
包
ま
れ

た
。
伊
藤
さ
ん
の
手
元
に
、
準
備
稿
は
な
い
。

基
本
的
に
、生
活
遍
歴
と
と
も
に
そ
の
つ
ど
訪
れ
た
言
葉
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
原
体
験
を
軸
に
し
て
、
話
は
進
ん
で
い
く
。

そ
の
な
か
で
も
、九
〇
年
代
か
ら
十
数
年
間
に
わ
た
る
異
国
ア
メ
リ
カ
で
の
生

活
を
通
し
て
為
さ
れ
た
経
験
が
、
決
定
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本

語
喪
失
の
危
機
と
、先
住
民
で
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
詠
わ
れ
て
き
た
詩
と
の
出

会
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
言
葉
の
再
発
見
に
至
る
。『
古
事
記
』
や
、
と
り
わ
け

説
教
節
に
、
伊
藤
さ
ん
自
身
に
と
つ
て
の
現
代
詩
の
原
点
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
本
質
は
「
カ
タ
り
」
に
あ
る
と
確
信
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、演
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、（
現
代
）詩
を
構
成
す
る
根
本
的
な
三

要
素
と
し
て
解
き
明
か
さ
れ
る
。
筆
者
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

ま
ず
は
、「
カ
タ
る
」と
は
、生
ま
れ
て
き
た
誰
か
が
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
て
い
っ

て
は
死
ん
で
い
く
、そ
の
具
体
的
な
事
実
内
容
を
語
る
、と
い
う
こ
と
。そ
し
て
、

「
ウ
タ
う
」
と
は
、
高
い
も
の
（
超
越
し
た
次
元
）
へ
と
声
を
届
か
せ
る
、
と
い
う

こ
と
。
さ
ら
に
、「
ノ
ロ
う
」
と
は
、
言
（
こ
と
）
を
発
す
る
こ
と
で
事
（
こ
と
）

を
動
か
す
、
と
い
う
こ
と
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
要
素
の
連
関
に
つ
い
て
ま
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
因
果

関
係
と
か
併
存
関
係
と
か
で
は
な
く
、い
わ
ば
三
位
一
体
と
し
て
事
実
的
に
起
こ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
筆
者
に
は
推
測
さ
れ
る
。

後
半
に
入
っ
て
か
ら
は
、
朗
読
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

「
カ
タ
り
」の
典
型
と
見
な
さ
れ
る
説
教
節
の『
小
栗
判
官
』に
お
け
る「
道
行
き
」

の
件
の
、原
文
な
ら
び
に
伊
藤
さ
ん
自
身
に
よ
る
そ
の
現
代
語
訳
の
朗
読
を
挟
ん

で
、
次
の
三
篇
が
詠
わ
れ
た
。

『
河
原
荒
草
』（
２
０
０
５
、
思
潮
社
）
か
ら
、「
道
行
き
」。『
あ
た
し
は
あ
ん
じ
ゅ

ひ
め
子
で
あ
る
』（
１
９
９
３
、
思
潮
社
）
か
ら
、「
ナ
シ
テ
、
モ
ー
ネ
ン
」。
そ
し
て
、

最
新
刊
の
『
た
そ
が
れ
て
ゆ
く
子
さ
ん
』（
２
０
１
８
、
中
央
公
論
新
社
）
か
ら
、「
な

つ
の
お
わ
り
。
あ
き
の
は
じ
め
。」。

小
刻
み
に
体
を
ス
イ
ン
グ
さ
せ
な
が
ら
激
し
く
遺
さ
れ
る
息
を
伝
っ
て
、言
葉

が
届
い
て
き
た
。「
カ
タ
る
」と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、目
の
覚
め
る
思
い

が
し
た
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
類
で
は
な
く
、
い
わ
ば
言
葉
の
霊
が
乗
り
移
っ
て
、
伊

藤
さ
ん
全
体
動
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
大
き
な
拍
手
と
と
も
に
講
演
は
終
了
し
、
次
い
で
、
五
分
ほ
ど
の
休

憩
の
後
に
第
二
部
の
対
談
が
始
ま
っ
た
。

登
場
さ
れ
て
並
び
立
っ
た
お
二
人
は
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
、
ど
こ
と
な
く
嬉
し

そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
視
界
に
届
く
よ
う
終
始
ご
起
立

さ
れ
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、あ
り
が
た
く
、嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

対
談
に
あ
た
っ
て
の
両
者
の
役
割
関
係
は
、
漫
才
の
形
式
に
喩
え
れ
ば
、
ボ
ケ

役
の
伊
藤
さ
ん
に
対
し
て
平
田
さ
ん
が
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
て
い
く
、と
い
う
こ
と

で
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
平
田
さ
ん
が
引
か
れ
た
お
お
ま
か
な
ラ
イ
ン

に
沿
っ
て
、
伊
藤
さ
ん
か
ら
力
強
い
主
張
や
率
直
な
告
白
が
引
き
出
さ
れ
、
さ
ら

に
そ
れ
に
対
す
る
平
田
さ
ん
独
自
の
批
評
に
動
か
さ
れ
て
、豊
か
な
展
開
が
仕
組

ま
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
具
合
に
和
や
か
で
自
由
な
雰
囲
気
で
対
談
は
進
ん
で
い
っ
た
の

だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
問
わ
れ
た
事
柄
は
、
い
ず
れ
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
も

の
と
し
て
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。
と
り
わ
け
中
心
と
な
る
二
点
だ
け
に
絞
っ
て
、

確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、〈
詩
は
、
教
え
た
り
教
わ
っ
た
り
す
る
（
す
る
べ
き
、
で
き
る
）
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
〉
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
お
二
人
と
も
に
、
現
在
は
大
学
等
で
実

作
を
指
導
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
か
つ
て
の
ご
自
身

の
詩
の
学
び
の
事
情
に
関
し
て
も
回
顧
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
は
、
簡
単

に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

た
だ
し
、答
え
を
探
る
な
か
で
、予
感
さ
れ
る
方
向
性
は
示
さ
れ
た
。そ
れ
は
、

詩
作
す
る
主
体
を
最
優
先
に
尊
重
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
客
観
的
な
視
点
も
提

供
し
て
意
識
さ
せ
て
や
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
両
面
を
み

ず
か
ら
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
完
成
さ
れ
た
詩
人
に
は
要
求
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、（
書
く
）
の
前
提
と
な
る
（
読
む
）
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
学
校
の

国
語
授
業
で
の
詩
教
育
は
貴
重
で
あ
る
こ
と
を
、
平
田
さ
ん
は
強
調
さ
れ
て
い

た
。も

う
一
つ
は
、
対
談
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
詩
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
に
関

わ
る
。問
い
の
形
式
に
整
え
れ
ば
、〈
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
、詩
は
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
〉。さ
ら
に
突
き
詰
め
て
問
え
ば
、〈
詩
な
く
し
て
、生

き
る
と
い
う
こ
と
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
〉。

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
関
し
て
は
、
お
二
人
と
も
に
明
快
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
成
立
し
な
い
。
真
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
を
生
き
る
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
、
の
で
あ
る
。
お
二
人
自
身
の
活
動
の
歴
史
を
遡
っ
て
確
認
す

る
の
み
な
ら
ず
、石
牟
礼
道
子
さ
ん
や
辻
征
夫
さ
ん
ら
の
活
動
な
ら
び
に
発
言
に

も
言
及
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
結
論
に
至
っ
て
い
た
。

「
常
に
、書
く
、と
い
う
意
識
が
私
に
は
あ
る
。そ
し
て
、自
分
が
書
い
た
も
の
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て
詩
で
あ
る
」
と
、
伊
藤
さ
ん
は
断
言
さ
れ
て
い
た
。

は
た
し
て
、
こ
の
お
二
人
は
、
特
殊
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
、
そ
う
は

思
え
な
い
。誰
も
が
、こ
の
問
い
と
答
え
と
の
間
に
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
自
覚
や
覚
悟
と
い
う
点
で
、
い
ま
だ
不
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
時
ま
で
わ
れ
わ
れ
を
ず
っ
と
待
ち
続
け
て
い
る
言
葉
の
核
心
こ
そ
、

詩
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
か
と
思
う
。
    　
　

〈
第
44
号
〉



た
か
と
う
会
長
の
六
年
間
で
、協
会
の
活
動
が
し
っ
か
り
と
根
付
き
、会
員

の
方
々
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
受
け
て
、
充
実
し
た
活
動
を
続
け
て
い
ま
す

今
回
の
総
会
に
お
い
て
、
協
会
の
会
則
が
一
部
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま
で

は
、「
兵
庫
県
に
在
住
、
ま
た
は
関
係
の
あ
る
詩
人
の
親
睦
交
流
を
図
り
」
と

あ
る
と
こ
ろ
を
、「
兵
庫
県
に
関
係
す
る
詩
人
や
詩
を
愛
好
す
る
者
の
親
睦
交

流
を
図
り
」と
改
め
ま
し
た
。詩
を
書
く
人
ば
か
り
で
な
く
、詩
を
書
い
て
い

な
い
け
れ
ど
も
、
現
代
詩
に
興
味
を
持
っ
て
読
ん
で
い
る
と
い
っ
た
人
た
ち

に
も
門
戸
を
広
げ
て
、
現
代
詩
の
普
及
発
展
に
資
す
る
活
動
が
で
き
れ
ば
と

い
う
の
が
改
訂
の
趣
旨
で
す
。今
年
度
も
、「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」、「
ポ

エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」、「
読
書
会
」
や
「
文
学
紀
行
」
な
ど
を
行
い

ま
す
。会
員
の
方
々
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。他
に
も
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
充
実
や
会
報
の
発
行
、名
簿
の
作
成
な
ど
、会
員
相
互
の
情
報
の
交
換
や

交
流
を
手
助
け
す
る
う
え
で
も
、
協
会
が
お
役
に
立
て
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

〈
新
役
員
〉
会
長
=時
里
二
郎
／
副
会
長
=神
田
さ
よ
／
事
務
局
長
=山
本
眞

弓
／
会
計
=玉
川
侑
香
／
常
任
理
事
=大
西
隆
志
・
大
橋
愛
由
等
・
尾
崎
美

紀
・
和
比
古
・
北
岡
武
司
・
北
野
和
博
・
丸
田
礼
子
／
理
事
=季
村
敏
夫
／

監
事
=梅
村
光
明
・
渡
辺
信
雄
／
顧
問
=た
か
と
う
匡
子

③
〈
講
演
記
録
〉
総
会
第
二
部
講
演
「
詩
と
古
代
」
田
中
荘
介
氏
／
報
告
者
・

江
口
節

〈「
詩
と
古
代
」
田
中
荘
介
〉

新
天
皇
即
位
と
改
元
に
よ
る
十
連
休
に
は
、格
差
が
見
え
隠
れ
し
、マ
ス
コ

ミ
の
あ
お
り
は
、自
分
の
子
ど
も
時
代（
戦
時
）に
も
あ
っ
た
流
れ
と
同
じ
よ

う
だ
。
熱
し
や
す
く
群
れ
や
す
い
国
民
性
で
あ
る
。「
令
和
」
が
国
書
か
ら
採

用
さ
れ
た
と
固
執
す
る
の
は
、
国
粋
主
義
に
等
し
い
。
日
本
文
化
は
、
元
来
、

渡
来
し
た
も
の
を
取
り
込
ん
で
き
た
雑
種
文
化
で
あ
り
、
日
本
独
自
で
あ
る

の
は
、大
和
こ
と
ば
の
み
で
あ
る
。日
本
の
文
化
に
は
、大
き
な
変
革
が
二
度

あ
っ
た
。一
つ
目
は
弥
生
期
、漢
字
の
伝
来
で
あ
る
。二
つ
目
は
明
治
維
新
の

欧
化
政
策
で
あ
る
。

五
・
六
世
紀
は
、漢
字
の
導
入
と
習
得
に
努
力
し
た
。六
・
七
世
紀
は
、中

国
か
ら
導
入
し
た
合
理
主
義
に
よ
っ
て
元
来
の
呪
術
的
信
仰
が
押
さ
れ
、
風

土
記
な
ど
に
見
ら
れ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
神
が
追
い
や
ら
れ
て
行
く
。
日
本
古

来
と
思
わ
れ
て
い
る
神
社
も
、中
国
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、中
国
由
来

の
律
令
制
や
官
僚
組
織
が
整
え
ら
れ
て
、天
皇
制
を
支
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、
世
の
常
識
の
偏
り
を
知
る
こ
と
も
あ
る

の
だ
が
、
津
田
左
右
吉
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
資
料
批
判
の
観
点
か

ら
研
究
し
、
戦
前
は
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
。

斎
藤
美
奈
子
著
『
私
の
同
時
代
小
説
』（
岩
波
新
書
）
は
、
１
９
６
０
年
代

以
降
の
小
説
を
解
説
し
、小
説
は
段
々
読
み
や
す
く
軽
く
な
っ
て
い
る
、と
述

べ
る
。
ま
た
、
堀
田
善
衛
著
『
ミ
ッ
シ
ェ
ル
城
館
の
人
』
は
、
16
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
思
想
家
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
人
と
時
代
を
書
い
た
も
の
。
同
じ
く
堀
田
の

『
方
丈
記
私
記
』『
定
家
明
月
記
私
抄
』な
ど
も
合
わ
せ
読
み
、人
間
は
ど
こ
ま

で
愚
か
で
だ
ら
し
な
い
の
か
、
と
思
う
。
見
渡
せ
ば
、
芸
術
も
含
め
文
明
は
、

栄
光
か
ら
衰
退
へ
向
か
っ
て
い
る
、と
私
は
考
え
る
。歴
史
的
に
見
て
、現
在

の
よ
う
に
言
葉
が
軽
く
な
っ
た
時
代
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
や
、
詩

は
、
す
で
に
使
い
尽
く
さ
れ
た
器
で
は
な
い
か
と
。
古
来
、
言
霊
は
、
音
声
に

よ
っ
て
口
か
ら
出
て
来
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。古
代
人
に
と
っ
て
、言

う
と
言
わ
な
い
は
全
く
別
物
で
あ
る
。

播
磨
風
土
記
に
あ
る「
夢
野
の
鹿
」の
話
や
他
に
も
、夢
を
信
じ
て
黙
っ
て

い
る
者
と
夢
を
信
じ
な
い
で
し
ゃ
べ
る
者
と
で
は
、
そ
の
後
の
運
命
が
分
か

れ
る
こ
と
を
示
す
。言
葉
の
重
さ
が
、現
代
と
は
格
段
に
違
う
の
で
あ
る
。現

代
で
は
、言
葉
は
神
の
も
の
か
ら
人
の
も
の
に
な
っ
た
。記
紀
歌
謡
や
萬
葉
集

以
前
の「
語
り
」が
持
っ
て
い
た
原
始
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、文
字
化
記
録
化
さ
れ

る
中
で
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。そ
の
一
つ
は
、音
声
・
音
律
・
韻
律
で

あ
る
。耳
と
い
う
皮
膚
感
覚
で
受
け
止
め
て
い
た
も
の
が
、眼
を
通
し
て
イ
メ

ー
ジ
を
再
現
さ
せ
る
も
の
に
変
化
し
た
。も
う
一
つ
は
、定
型
や
文
語
の
持
つ

こ
と
ば
の
し
な
や
か
さ
で
あ
る
。言
葉
は
無
化
し
、裸
に
な
っ
て
、面
白
い
も

の
が
な
く
な
っ
た
。こ
れ
ら
、失
わ
れ
た
も
の
が
い
か
に
多
い
こ
と
か
。現
代

詩
は
、何
が
失
わ
れ
た
の
か
も
分
か
ら
ず
、失
っ
た
こ
と
す
ら
忘
れ
た
よ
う
で

あ
る
。朗
読
に
お
い
て
も
、現
代
は
音
韻
が
単
純
化
し
て
お
り
、古
代
に
朗
詠

さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
。た
と
え
ば
、「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」は
、古
代
で
は「
ふ

ぁ
ふ
ぃ
ふ
う
ふ
ぇ
ふ
ぉ
」で
あ
っ
た
。萬
葉
集
か
ら
古
代
語
の
発
音
で
朗
読
す

る
。「
春
の
園
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め
」（
巻
第
十
九

―
四
一
三
九
大
伴
家
持
）最
後
に
、宮
沢
賢
治「
原
体
剣
舞
連
」を
朗
読
す
る
。

こ
こ
に
は
ま
だ
、
失
わ
れ
た
原
始
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
残
っ
て
い
る
。

以
上
が
要
約
で
あ
る
。最
後
の
２
編
は
、重
厚
な
声
の
朗
読
で
あ
っ
た
。そ

の
後
、
次
の
質
疑
応
答
に
、
今
後
の
課
題
が
示
唆
さ
れ
た
。

<質
問
>今
ひ
と
た
び
言
霊
を
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
か
？
そ
の
方
法
は
あ

る
か
？
<答
え
>言
霊
は
返
っ
て
こ
な
い
。記
紀
歌
謡
や
古
典
を
学
び
直
し
て
、

一
人
ひ
と
り
が
や
り
直
す
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。ま
ず
は
、現
在
の
危
機

意
識
を
感
じ
て
ほ
し
い
。（
報
告
：
江
口
節
）

④〈
報
告
〉第
15
回
読
書
会
／「
藤
富
保
男
　
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
エ
ッ
セ
ン
」

チ
ュ
ー
タ
ー
坂
東
里
美
／
報
告
者
・
関
は
る
み

⑤
〈
報
告
〉「
第
８
回
ポ
エ
ム
&
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」

◇
特
別
イ
ベ
ン
ト
「
兵
庫
・
神
戸
を
生
き
た
詩
人
を
語
る
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
６
」

２
０
１
９
年
１
月
19
日
神
戸
文
学
館（
講
演
）た
か
と
う
匡
子
／
報
告
者
・
丸

田
礼
子

⑥
〈
文
学
紀
行
〉
文
学
紀
行
エ
ッ
セ
イ
「
平
野
散
策
」
報
告
者
・
関
は
る
み

⑦
〈
追
悼
〉
福
井
久
子
さ
ん
追
悼
文
「
海
と
光
と
花
の
詩
人
」
田
中
荘
介

⑧
（
寄
稿
）「
一
九
三
〇
年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
集
の
こ
と
」
⑨
「『
驢
馬
』
の
こ

と
な
ど
」
季
村
敏
夫

⑩
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
北
岡
武
司
『
時
の
な
か
に
』

（
春
風
社
）
▽
安
水
稔
和
『
地
名
抄
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
黒
田
ナ
オ
『
昼
の

夢
夜
の
国
』（
澪
標
）
▽
江
口
節
『
篝
火
の
森
へ
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
中
島

友
子
『
お
く
り
も
の
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）
▽
佐
藤
勝
太
『
夢
が
た
り
、
昔
が

た
り
』

⑪
〈
受
賞
〉
時
里
二
郎
会
長
の
詩
集
『
名
井
島
』
(思
潮
社
)が
第
49
回
高
見
順

賞
、
第
70
回
読
売
文
学
賞
を
ダ
ブ
ル
受
賞
し
た
。

⑫
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告
　
　
⑬
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

★
第
46
号
（
２
０
１
９
年
12
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
イ
ベ
ン
ト
〉「
２
０
１
９
年
度
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う

ご
―
詩
の
森
に
出
か
け
よ
う
―
盛
会
の
う
ち
に
終
わ
る
。

十
月
六
日
ラ
ッ
セ
ホ
ー
ル
・
リ
リ
ー
で「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
」を
開

催
。午
後
一
時
三
十
分
時
里
二
郎
会
長
の
開
会
挨
拶
で
始
ま
り
、皆
さ
ま
の
協

力
と
県
や
芸
術
文
化
協
会
の
支
援
に
感
謝
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
。

第
一
部
は
司
会
丸
田
礼
子
よ
り
講
師
紹
介
が
あ
り
、
池
井
昌
樹
氏
の
講
演

が
行
わ
れ
た
。池
井
氏
は
演
題「
詩
と
私
」に
つ
い
て
ゆ
っ
く
り
一
語
一
語
噛

み
し
め
る
よ
う
に
話
さ
れ
た
。な
ぜ
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、な
ぜ
詩

は
生
ま
れ
る
の
か
。幼
少
期
か
ら
現
在
に
至
る
詩
の
歩
み
に
つ
い
て
語
り
、飾

り
の
な
い
口
調
で
詩
の
本
質
に
迫
り
、聴
衆
を
魅
了
し
た
。マ
イ
ク
の
音
量
も

よ
く
内
容
が
聞
き
や
す
い
と
好
評
で
あ
っ
た
。

第
二
部
は
自
作
詩
朗
読
会
で
司
会
大
橋
愛
由
等
の
テ
ン
ポ
の
良
い
進
行
で

14
名
の
朗
読
者
が
紹
介
さ
れ
た
。次
々
と
壇
上
で
詩
が
朗
読
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ

の
思
い
が
吐
露
さ
れ
た
。イ
メ
ー
ジ
が
広
が
り
詩
の
森
に
引
き
込
ま
れ
、詩
の

森
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

②
〈
講
演
記
録
〉「
池
井
昌
樹
氏
の
講
演
「
詩
と
私
」
に
つ
い
て
／
報
告
者
・

佐
伯
圭
子

③
〈
読
書
会
〉「
第
16
回
読
書
会
報
告
／
チ
ュ
ー
タ
ー
・
田
村
周
平
『
池
井
昌

樹
の
詩
を
読
む
』
／
報
告
者
・
牧
田
榮
子
（
別
枠
に
表
示
）

④〈
交
流
〉関
西
詩
人
協
会
＆
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
交
流
会
／
報
告
者
・
神
田

さ
よ

―13―
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③〈読書会〉「第 16回読書会報告／チューター・田
村周平「池井昌樹の詩を読む』／報告者・牧田榮子

豊かな深い森の在り処を知らされた読書会だっ
た。
若いころに出合い、その後友人となるふたりが暮

らした東京から語り始めた。池井昌樹は坂出市を故
郷とする。一方赤穂から上京した田村周平は馴染み
の喫茶店や居酒屋があった。そこで知人の仲介で知
り合ったという。年齢も同学年。このあたりのこと
を田村は、池井の詩に惹かれたというよりも、巷で
発行されている詩誌や詩集を知人や仲間たちと読
み合い朗読する活動が楽しかったのだと話す。やが
工作中でも電話が鳴り「どうだ、いいだろう」とば
かり自作の作品を聞かせてくれるが、酒に酔ってい
たり詩が長～かったりと、いやはやと言いながらも
にこにことこぼれ話を披露し笑いを誘った。
池井昌樹は谷内六郎の絵に惹かれる少年だった。

十二歳で詩を生涯書く決意をする。山本太郎選によ
り「雨の日のたたみ」が全国学芸コンクール詩部門
特選となる。一連二七行。「／／／暗いにおい／古い
宿屋の箱膳のにおい／田んぼのにおう水に流され
た／かえるの鳴く声が／麻のゆかたを／かびのに
おいにしめらす／たんすの引き出しの／古いうめ
きが／じっとりと聞こえて来る／雨の日のたたみ
の室／色あせた紙風船が／何でもないように／ば
っさりところかっている」（部分）
これをきっかけに一九七一年上京し、すぐ「歴程」

同人となり会田綱雄、鈴木翁二らの知遇を得てい
る。そのスピードある行動は詩の力が引き寄せたの
だろう。一九七七年には第一詩集『理科系の路地ま
で』として発表された。やがて一九九七年藤村記念
歴程賞。芸術選奨文部大臣新人賞『晴夜』と続く。そ
の中の「星々」は一連七六行。「むすこよおぼえてお
りますか……」と、池井昌樹とうちゃんはしずかに
語りかける。「おおほいほい　おおほいほい」の合い
の手に揺られる年月をたゆとうように詩のこども
は美しい少年になっていく。山本太郎はこの詩を読
んで「天才詩人が一所懸命に詩を書いて、結婚して
こどもができて、別の大きな歴史に組み込まれてい
く恍惚と不安を感じた」とヴェルレーヌの詩の一節
を挙げて讃えた、と田村は語った。「いきているのか
もしれない―『晴夜』後記に代えて」ではその作風
に巡り合う時期がさらりと書かれ、興味をくすぐら
れた。



８
月
17
日
西
宮
市
市
民
会
館
大
会
議
室
に
お
い
て
、
関
西
詩
人
協
会
と
の

交
流
会
を
開
催
し
た
。当
日
は
厳
し
い
暑
さ
で
あ
っ
た
が
、広
い
会
場
は
参
加

者
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。

関
西
詩
人
協
会
代
表
左
子
真
由
美
さ
ん
、
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
長
時
里

二
郎
の
挨
拶
の
後
、
自
作
詩
朗
読
が
行
わ
れ
た
。
江
口
節
（
兵
庫
）、
村
上
う

さ
ぎ
（
関
西
）、
北
岡
武
司
（
兵
庫
）、
山
川
方
子
（
関
西
）、
黒
田
ナ
オ
（
兵

庫
）、
名
古
き
よ
え
（
関
西
）、
時
里
二
郎
（
兵
庫
）、
熊
井
三
郎
（
関
西
）
計

８
名
の
方
々
。

⑥
〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
北
岡
武
司
『
時
の
な
か
に
』

（
春
風
社
）
▽
中
嶋
康
雄
『
う
そ
っ
ぱ
ち
か
も
し
れ
な
い
が
』（
澪
標
）
▽
坂
本

久
刀
『
時
鳥
啼
く
』（
澪
標
）
▽
季
村
敏
夫
編
『
一
九
三
〇
年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム

詩
集
』（
み
ず
の
わ
出
版
）
▽
安
水
稔
和
『
辿
る
　
続
地
名
抄
』（
編
集
工
房
ノ

ア
）▽
相
野
優
子『
ぴ
か
ぴ
か
に
か
た
づ
い
た
台
所
に
な
ど
』（
ふ
ら
ん
す
堂
）

⑦
〈
受
賞
〉
時
里
二
郎
会
長
の
詩
集
『
名
井
島
』
(思
潮
社
)が
第
49
回
高
見
順

賞
、
第
70
回
読
売
文
学
賞
を
ダ
ブ
ル
受
賞
し
た
。

⑧〈
詩
篇
〉「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
朗
読
詩
集
よ
り
」▽「
朝
の
う
た
」野

中
美
千
代
▽
「
ひ
め
（
寵
姫
）」
李
沙
英

⑨
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告
　

⑩
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

★
第
47
号
（
２
０
２
０
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
総
会
〉
第
24
回
定
期
総
会
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
４
月
７
日
非
常
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
外

出
自
粛
要
請
が
５
月
末
ま
で
続
行
と
い
う
こ
と
で
例
年
５
月
初
旬
に
行
う
第

24
回
定
期
総
会
の
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
集
会
を
持
つ
の
は
不
可
能
に
な
っ

た
た
め
書
面
で
決
議
事
項
を
問
う
形
と
な
っ
た
。時
里
二
郎
会
長
は「
兵
庫
県

現
代
詩
協
会
の
２
０
２
０
年
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。た
だ
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
拡
大
を
う
け
て
、第
24
回
定
期
総
会
が
開
け
ず
、会
員
の
皆
様
に
総

会
資
料
を
送
付
し
て
、
各
議
案
を
書
面
に
よ
る
承
認
決
議
事
項
の
決
済
と
い

う
か
た
ち
を
と
り
ま
し
た
。や
む
を
え
ぬ
措
置
と
し
て
、会
員
の
皆
様
に
は
ご

理
解
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
文
面
に
て
挨
拶
。

②〈
報
告
〉②〈
イ
ベ
ン
ト
〉
第
９
回
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の

報
告今

年
度
も
１
月
16
日
か
ら
21
日
ま
で
、
会
員
の
詩
人
が
綴
っ
た
詩
と
そ
の

詩
に
寄
せ
た
ア
ー
ト
作
品
（
絵
画
、
書
、
オ
ブ
ジ
ェ
）
を
組
み
合
わ
せ
た
展
覧

会
が
神
戸
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
。
会
期
中
、
１
９
９
名
の
来
館
者
か
お
り
、

盛
況
だ
っ
た
。出
品
者
数
　
１
９
名
。出
品
者
名
　
阿
部
由
子
・
岩
崎
風
子
・

大
西
隆
志
・
大
橋
愛
由
等
・
和
比
古
・
高
木
敏
克
・
玉
井
洋
子
・
玉
川
惰

香
・
寺
田
操
・
永
井
ま
す
み
・
西
海
ゆ
う
子
・
坂
東
里
美
・
福
永
祥
子
・
牧

田
榮
子
・
松
下
玲
子
・
丸
田
礼
子
・
水
こ
し
町
子
・
山
本
彰
子
・
山
本
眞
弓

の
諸
氏
。

③〈
講
演
記
録
〉時
里
二
郎
会
長（
写
真
）／

報
告
者
・
北
岡
武
司

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
で
世
間
が
騒
然

と
な
る
ま
え
、
特
別
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ

た
。阪
神
淡
路
大
震
災
記
念
日
の
翌
日
で
、

時
里
氏
の
講
演
も
震
災
で
受
け
た
衝
撃
に

つ
い
て
の
話
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
震
災
で

詩
は
死
ん
だ
か
に
み
え
た
、と
語
り
だ
す
。

現
実
の
ひ
と
つ
の
限
界
を
知
る
こ
と
は

別
の
現
実
の
地
平
へ
と
人
を
高
め
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
は
認
識
と
魂
の

高
ま
り
を
産
む
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
詩
作
に
あ
っ
て
肝
要
な
の
は
表
現
技

法
で
は
な
く
認
識
内
容
な
の
だ
。表
層
の
現
実
に
身
を
置
く
か
ぎ
り
、皮
相
な

認
識
内
容
し
、か
え
ら
れ
ま
い
。内
容
は
詩
人
の
立
つ
地
平
に
応
じ
て
異
な
っ

て
く
る
。そ
し
て
死
を
潜
り
ぬ
け
、超
え
た
地
平
に
立
っ
て
こ
そ
、命
が
生
き

は
じ
め
る
。
親
し
か
っ
た
あ
の
人
は
、
六
五
〇
〇
人
近
く
の
人
々
は
、「
ど
こ

へ
行
っ
た
の
か
」。皆
、現
実
の
外
へ
と
立
ち
去
っ
た
。で
は
現
実
と
は
何
か
。

人
間
は
な
ぜ
現
実
の
な
か
へ
と
立
ち
現
れ
、去
っ
て
逝
く
の
か
。…
…
人
間
と

は
何
か
。「
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
」。こ
れ
を
問
い
続
け
る
と
、あ
る
日
ふ
と
死

者
の
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。死
者
と
の
対
話
が
は
じ
ま
り
、

詩
が
命
を
う
る
。

震
災
の
み
な
ら
ず
、
ま
え
の
大
戦
で
は
日
本
だ
け
で
も
三
〇
〇
万
人
近
く

の
将
兵
が
死
ん
だ
。
一
九
四
五
年
三
月
一
七
日
の
神
戸
大
空
襲
で
は
七
五
〇

〇
名
。東
日
本
大
震
災
、そ
の
後
に
続
く
ツ
ナ
ミ
…
…
。多
く
の
人
が
逝
っ
た
。

皆
、ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。あ
え
て
誰
も
問
わ
な
い
。し
か
し
そ
れ
を
問
う
こ

と
は
別
の
現
実
、別
の
世
界
へ
の
思
い
を
育
む
。ま
た
死
者
と
の
対
話
が
必
ず

し
も
妄
想
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
よ
う
。
謂
わ
ば
詩
が

死
ぬ
こ
と
を
通
し
て
詩
は
以
前
に
も
増
し
て
輝
き
を
う
る
。
そ
れ
は
詩
人
の

魂
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て
起
こ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
人
は
言
葉
に
よ
っ
て
自

分
を
作
る
。詩
人
も
詩
作
す
る
こ
と
で
自
分
を
陶
冶
す
る
。こ
れ
に
不
可
避
的

に
伴
う
現
象
で
あ
る
。
ひ
と
つ
気
に
な
っ
た
の
は
、「
一
行
だ
け
が
じ
わ
っ
と

く
れ
ば
よ
い
」と
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
立
場

で
の
発
話
な
の
か
。「
よ
い
」
と
は
何
に
「
よ
い
」
の
か
。
残
る
疑
問
を
余
韻

と
し
て
講
演
は
盛
況
の
う
ち
に
終
わ
っ
た
。

④
〈
読
書
会
〉
第
17
回
読
書
会
報
告
／
「
汢
征
夫
に
つ
い
て
」
チ
ュ
ー
タ
ー
・

時
里
二
郎
／
報
告
者
・
山
口
洋
子
（
別
枠
に
表
示
）

⑤〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」時
里

二
郎
／
▽
『
四
角
い
ま
ま
』
武
内
健
二

郎
（
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
プ
レ
ス
）
▽
『
完

本
　
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
耳
』今
村
欣

史（
朝
日
新
聞
出
版
）▽『
野
の
棺
』内

田
正
美
（
澪
標
）
▽
『
繋
ぐ
　
続
続
地

名
抄
』安
水
稔
和（
編
集
工
房
ノ
ア
）▽

『
耳
凪
ぎ
目
凪
ぎ
』た
か
と
う
匡
子（
思

潮
社
）
▽
『
お
も
ち
ゃ
の
馬
』
野
口
幸

雄
（
澪
標
）
▽
『
海
の
ほ
つ
れ
』
神
田

さ
よ
（
思
潮
社
）

⑧〈
詩
篇
〉「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご

朗
読
詩
集
よ
り
」▽「
び
ん
ず
る
さ
ん
」

小
田
涼
子
▽「
TO
KIO
ラ
ラ
バ
イ
」福

田
知
子
▽
「
そ
の
日
」
野
口
幸
雄

⑦
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑧
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉
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④〈読書会〉第 17回読書会報告／「汢征夫について」　チュー
ター・時里二郎／報告者・山口洋子

時里二郎さんの魅力なのか辻征夫
の魅力なのか、読書会始まって以来
じゃないかと思える沢山の参加。い
まなら新型コロナウイルスの〝３密〟
で中止であっただろう。開口一番参
加者の多さに思わず時里さんが「ちょっとプレッシャーを感じてい
ます」と笑いで始まった。
さて、読書会案内はがきにはチューターである時里さんの素敵な

案内文があった。まずここで、参加しようと決められた方もあったの
ではないだろうか。その書き出し、《どうしてこんな簡単なことばで、
人の心をさらっていってしまう詩がかけるのか》と。実はわたしは辻
征夫の現代詩文庫の最初のものしか見ていなかったし、この詩人に
あまり興味を持っていなかったので、というか難しそうな詩を書く
人だなぐらいにしか読めていなかったので、この言葉に参加を決め
たのだった。
時里さんと辻征夫の詩との出会いは、ずっと新しいとのこと、『俳

諧辻詩集』だという。そのとき感じられたくいままで自分か書いてき
た、自分の詩にはない自由な詩なのに心に残る。目から鱗が落ちたよ
うに思い、こんな詩を書く辻は最初はどんな詩を書いていたのだろ
う》と、遡ることにし、読み直し、面白かったと話を進めていかれる。
読書会なのでざっくばらんにお話したい、と資料の実際の詩を読

みながら、懇切丁寧な解説。池井昌樹さんもそうだが、辻も十代の頃
に自分は詩人になるんだと目覚めていたとか、そしてその原点があ
のリルケの「マルテの手記」の《問いを持ち続けること》の影響だっ
たという。
資料は各詩集からのそれぞれ代表的な、あるいは時里さんが私達

のだめに選んでくださった詩と同じく辻征夫の対談や雑誌からの
「言葉」をコンパクトに引いてくださった①～⑥など。
『かぜのひきかた』までは寡作で詩集は少なく、『落日』と『かぜの
ひきかた』の間は八年空いており、そのあとは同じ年に二冊とか一年
おきにとか爆発的に出版、そして最大のテーマである、辻征夫の詩は
なぜ変わっていったのか、どう変わったのかを『落日』までの第一期
と、『かぜのひきかた』からの第二期に分け分析、説明に入られた。
自分とは誰なのかという追求は一期も二期も同じなのだが、一期

の、特に『学校の思い出』では、純粋だけれど。
あるべき自分というものをひたむきにそこに純化させようとい

う、息苦しさで止まっている、若書きもある。『隅田川まで』の「夜
道」「棒論」は追求は同じなのに、突き詰める方法はからっと変わる。
自分の中をいくら掘り進んでも行き詰まってしまう、それよりも自
分とは全く違うもの（他者）を置いて自分との距離感をそのもの（他
者）と係わらせることによって自分の位置を確かめる、という方法を
考えていった。他者を詩の中にもってきて、その距離感のなかで言葉
をやりとりしながら、自分とは誰なんだろうと考えていくスタイル。
対話の詩が増える。ひとり他者を入れることによって言葉のやりと
りの中で詩のなかにふくらみが出て来る、と。そういえば「木」（『学
校の思い出』）の、木は／最後まで木でなければいけない／のひたむ
きさと、「道」の　夜道で／犬と会った／「こんばんは」／「わんわ
ん／　の、どこか和らぎのある書き方、時里さんの説明でよく分かっ
た気になる。『かぜのひきかた』以降では詩に異質なものが出てくる。
それも唐突に。そしてそれがその詩の流れを潰すのだが、詩が動き出
すのだという。詩の世界を不安定にさせることも大切なのだ。第二期
のテーマは滑稽さと悲哀だとも言及された。突然に出てくるくまご
しろうどの》や《棒にも　棒の／過去があり》とかがそうかもしれな
い。私はこの読書会で耳から鱗が落ちました。〈第 47号〉
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★
第
48
号
（
２
０
２
０
年
12
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
イ
ベ
ン
ト
〉「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
・
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
２
０
２
０
」

第
一
部
講
演
会
講
師
和
合
亮
一
氏

十
月
三
日
、新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
も
の
の
ラ
ッ
セ
ホ

ー
ル
に
て「
予
定
通
り
実
施
で
き
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
一
重
に
皆
さ
ま
の
ご

助
力
あ
っ
て
の
こ
と
と
感
謝
で
す
。」と
会
長
時
里
二
郎
の
挨
拶
が
始
ま
る
。隕

定
数
80
名
の
参
加
者
を
得
て
Ｊ
ロ
ナ
対
策
も
万
全
を
期
し
マ
ス
ク
着
用
・
検

温
・
消
毒
を
行
い
席
の
ジ
ス
タ
ン
ス
も
計
り
異
例
の
措
置
で
開
幕
で
き
た
。

第
一
部
の
講
演
は
講
師
の
和
合
亮
一
氏
の
来
神
叶
わ
ず
、ス
ク
リ
ー
ン
で
福

島
か
ら
同
時
配
信
の
形
で
行
っ
た
が
直
に
対
面
し
て
い
る
よ
う
な
臨
場
感
が

得
ら
れ
て
好
評
だ
っ
た
。
手
元
の
資
料
に
従
っ
て
話
が
進
み
、
表
情
も
声
も
明

瞭
で
分
か
り
易
く
熱
の
こ
も
っ
た
語
り
に
み
な
引
き
込
ま
れ
熱
心
に
聞
き
入

っ
て
良
い
時
間
が
流
れ
た
。司
会
は
大
橋
愛
由
等
で
質
疑
応
答
も
活
発
に
行
わ

れ
、
演
題
の
「
Ｑ
Ｑ
Ｑ
〜
震
災
十
年
へ
絶
対
的
質
問
を
巡
っ
て
」
に
刺
激
を
受

け
た
。
好
評
の
う
ち
に
終
わ
る
>

②
〈
講
演
記
録
〉『
Ｑ
Ｑ
Ｑ
〜
震
災
十
年
へ
、
絶
対
的
質
問
を
め
ぐ
っ
て
』

報
告
者
・
相
野
優
子

③
〈
読
書
会
〉
第
18
回
読
書
会
は
『
和
合
亮
一
』
の
詩
に
つ
い
て
　
チ
ュ
ー
タ

ー
大
西
隆
志
／
報
告
者
・
野
口
幸
雄

④〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」
時
里
二
郎
／
▽
『
朗
読
詩
集
　
か
な
し
み
祭

り
』
玉
川
侑
香
（
Ｃ
Ｄ
）
▽
『
吹
き
抜
け
た
時
』
辻
岡
真
紀
子
▽
『
カ
ツ
ベ
ン

詩
村
映
二
詩
文
』季
村
敏
夫
編（
み
ず
の
わ
出
版
）▽『
句
集
　
止
ま
り
木
』増

田
ま
さ
み
（
私
家
版
）

⑤
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
の
報
告

⑥
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

★
第
49
号
（
２
０
２
１
年
７
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①
〈
挨
拶
〉
新
役
員
体
制
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
―
時
里
二
郎
会
長

②
〈
報
告
〉
第
25
回
定
期
総
会
（
書
面
）
報
告

③
〈
新
役
員
〉（
２
０
２
１
年
度
〜
２
０
２
２
年
度
）
▽
会
長
=時
里
二
郎
▽
副

会
長
=神
田
さ
よ
▽
事
務
局
長
=山
本
眞
弓
▽
会
計
=玉
川
侑
香
▽
常
任
理
事

=大
西
隆
志
・
大
橋
愛
由
等
・
和
比
古
・
北
野
和
博
・
高
谷
和
幸
・
野
口
幸

雄
・
福
永
祥
子
・
丸
田
礼
子
▽
理
事
 =安
西
佐
有
理
・
梅
村
光
明
・
渡
辺
信
雄

▽
監
事
=中
嶋
康
雄
・
福
田
知
子
▽
顧
問
=た
か
と
う
匡
子
・
安
水
稔
和
（
継

続
）

④〈
読
書
会
〉『
石
牟
礼
道
子
の
作
品
に
つ
い
て
』チ
ュ
ー
タ
ー
：
丸
田
礼
子
／

報
告
・
青
木
左
知
子

⑤
〈
報
告
〉
第
10
回
ポ
エ
ム
＆
ア
ー
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

⑥
〈
講
演
記
録
〉
特
別
イ
ベ
ン
ト
　
講
演
会
　
報
告
：
武
内
健
二
郎
演
者
―
時

里
二
郎
「
詩
を
書
く
と
い
う
こ
と
―
第
２
回
」
神
戸
文
学
館

⑦
〈
文
学
紀
行
〉
第
７
回
文
学
紀
行
《
姫
路
文
学
館
・
姫
路
城
周
辺
を
ぶ
ら
り

歩
き
》
―
報
告
者
・
浜
田
多
代
子

《
姫
路
文
学
館
・
姫
路
城
周
辺
を
ぶ
ら
り
歩
き
》
２
０
２
１
年
３
月
14
日

⑧〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」時
里
二
郎
／

▽
芝
本
政
宣（
柴
田
実
）『
神
戸
・
姫
路
の
画
家

た
ち
』（
神
戸
新
聞
綜
合
出
版
セ
ン
タ
ー
）▽
牧

田
榮
子『
倉
橋
健
一
の
詩
を
繙
く
』（
澪
標
）▽

紫
野
京
子『
霧
の
馬
』（
編
集
工
房
ノ
ア
）▽
高

木
敏
克『
発
光
樹
林
帯
』（
澪
標
）▽
高
橋
冨
美

子『
夢
泥
棒
』（
思
潮
社
）▽
猪
谷
美
知
子『
蝙

蝠
が
歯
を
出
し
て
嗤
っ
て
い
た
』（
澪
標
）▽
和

比
古『
蒼
き
旅
』（
遊
文
舎
）▽
高
橋
冨
美
子『
夢

泥
棒
』（
思
潮
社
）▽
猪
谷
美
知
子『
蝙
蝠
が
歯

を
出
し
て
嗤
っ
て
い
た
』（
澪
標
）
▽
和
比
古

『
蒼
き
旅
』（
遊
文
舎
）

⑨
〈
寄
稿
〉「
歌
謡
曲
」
田
村
周
平

⑩
〈
追
悼
〉「
谷
田
寿
郎
さ
ん
」
三
宅
武

⑪〈
追
悼
〉
松
尾
茂
夫
さ
ん
の
思
い
出
「
詩
と

煙
草
は
や
め
ら
れ
な
い
」渡
辺
信
雄〈
別
枠
に
表

示
〉

⑫〈
詩
篇
〉「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
朗
読
詩

集
よ
り
」▽「
コ
ロ
ナ
の
夏
」山
本
眞
弓
▽「
女

が
老
い
る
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
考
え

た
こ
と
」
西
海
ゆ
う
子

⑬
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉

⑪〈
追
悼
〉
松
尾
茂
夫
さ
ん
の
思
い
出
「
詩
と
煙
草
は
や
め
ら
れ
な
い
」
渡

辺
信
雄

松
尾
茂
夫
さ
ん
が
４
月
１
日
に
逝
去
の
報
を
永
井
ま
す
み
さ
ん
か
ら
受
け

た
。
松
尾
さ
ん
に
は
40
年
近
い
お
付
き
合
い
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
個
人
的
な

思
い
出
だ
が
、
私
の
初
め
て
の
詩
集
『
冬
の
日
の
私
信
』（
１
９
８
４
、
摩
耶
出

版
社
）
が
で
き
て
、
そ
の
本
を
我
が
家
ま
で
運
ん
で
く
れ
た
の
は
松
尾
さ
ん
だ

っ
た
。
初
の
神
戸
現
代
詩
叢
書
シ
リ
ー
ズ
で
も
あ
り
、
喜
び
を
共
有
し
た
。
そ

の
後
は
現
代
詩
神
戸
研
究
会
の
「
神
戸
詩
画
展
」
や
「
神
戸
市
街
図
」
の
刊
行

で
ご
一
緒
し
た
。
何
事
も
た
ん
た
ん
と
気
張
ら
な
い
で
、
事
を
こ
な
す
人
だ
っ

た
。私

か
仕
事
の
関
係
で
事
務
局
を
し
て
い
た
「
第
10
回
神
戸
ナ
ビ
ー
ル
文
学

賞
」
を
、
詩
集
『
デ
ン
キ
ブ
ラ
ン
で
見
た
夢
』
で
受
賞
さ
れ
て
、
加
古
川
の
喫

茶
店
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
そ
の
時
の
雑
誌
を
み
る
と
、
写
真
は
煙
草
を
燻

ら
し
て
い
て
「
詩
と
煙
草
は
や
め
ら
れ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、「
熟
成

の
語
り
口
の
十
冊
目
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
、
物
語
性
も
つ
詩
」
と

い
う
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。詩
集
タ
イ
ト
ル
の「
デ
ン
キ
ブ
ラ
ン
」と
は
、浅

草
に
あ
る
神
谷
バ
ー
発
祥
の
カ
ク
テ
ル
で
、
琥
珀
色
の
酒
。
明
治
、
大
正
か
ら

文
壇
の
人
達
に
も
人
気
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
酒
の
ポ
ケ
ッ
ト
壜
を
松
尾
さ

ん
か
ら
頂
き
、
飲
ん
だ
記
憶
か
お
る
。「
デ
ン
キ
ブ
ラ
ン
の
夢
」
の
詩
は
、「
元

町
２
丁
目
あ
た
り
に
　
デ
ン
キ
ブ
ラ
ン
が
売
物
の
バ
ー
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。

そ
こ
に
登
場
す
る
三
鬼
の
愛
弟
子
の
編
集
者
や
宇
宙
食
を
研
究
す
る
大
学
教

授
の
話
だ
が
、
妙
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
。
排
便
か
ら
ク
ロ
レ
ラ
を
作
る

想
像
力
の
ユ
ー
モ
ア
に
松
尾
さ
ん
の
人
間
性
を
感
じ
た
。

輸
入
品
の
仕
入
れ
な
ど
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど

洋
酒
に
も
詳
し
く
、
商
売
の
や
り
と
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
詰
ま
っ
て
い
た
。

１
９
３
７
年
生
ま
れ
で
戦
争
体
験
も
あ
り
、
も
っ
と
お
話
し
を
聞
き
た
か
っ

た
。「
現
代
詩
神
戸
」
や
「
別
嬢
」
に
詩
や
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
兵
庫
県
現
代
詩

協
会
の
会
長
（
事
務
局
長
を
経
て
）
な
ど
、
詩
と
詩
人
の
交
流
と
運
動
に
尽
力

さ
れ
た
。
ま
た
加
古
川
を
中
心
と
し
て
「
播
磨
灘
詩
話
会
」
を
つ
く
り
、
同
人

誌
の
垣
根
を
超
え
て
、
詩
の
書
き
手
を
育
て
交
流
を
め
ざ
す
貴
重
な
リ
ー
ダ
ー

で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
年
譜
を
見
る
と
「
５
４
歳
で
事
業
を
清
算
し
以
後

定
職
に
つ
か
ず
」
と
あ
り
、
自
由
大
と
し
て
詩
人
の
活
動
を
続
け
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
。
松
尾
さ
ん
、
天
国
で
好
き
な
煙
草
を
吹
か
し
、
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
み
な

が
ら
、
詩
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
                                   〈
第
49
号
〉

⑤
〈
追
悼
〉「
春
名
純
子
さ
ん
追
悼
」
中
堂
け
い
こ

最
後
の
電
話
は
三
冊
日
の
詩
集
出
版
の
話
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
互
い

の
都
合
で
と
だ
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
親
子
ほ
ど
の
年
の
差
を
越
え
、
貴
姉
は

常
に
詩
の
友
人
で
し
た
。
と
、
過
去
形
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
さ
み
し
い

か
ぎ
り
で
す
。

貴
姉
は
若
き
日
に
、
港
野
喜
代
子
さ
ん
の
薫
陶
を
う
け
ら
れ
、
後
に
灌
木
の

高
橋
徹
さ
ん
、
貞
久
秀
紀
さ
ん
に
師
事
。
早
く
に
詩
学
の
新
人
に
選
ば
れ
、
詩

集
『
風
屋
』『
猫
座
ま
で
』
を
上
梓
。
現
代
詩
神
戸
の
同
人
で
し
た
。

「
私
は
詩
の
こ
と
ば
と
共
に
あ
る
。」
と
、
一
行
か
ら
の
詩
句
を
胸
に
だ
き
し

め
、
愛
に
つ
い
て
生
死
に
つ
い
て
、
記
憶
の
風
景
を
ひ
た
す
ら
こ
と
ば
に
の
せ

る
、
そ
の
詩
の
紡
ぎ
方
を
独
自
の
表
現
方
法
で
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
豊
穣
な
詩

世
界
へ
の
憧
れ
と
情
熱
を
持
ち
続
け
た
詩
人
春
名
純
子
さ
ん
。
ど
う
か
安
ら
か

に
お
や
す
み
く
だ
さ
い
。

飛
べ
　
御
影
石
の
船
　
マ
ン
タ
の
よ
う
に

舳
先
に
は
十
字
の
紋
章
を
か
ざ
し
て

（『
風
屋
』「
海
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
部
分
）
　
　
〈
第
50
号
〉

④〈読書会〉『石牟礼道子の作品について』チューター・丸田礼
子／報告・青木左知子

新型コロナ拡散第三波の只中にも関わらず、『苦海浄土』に導かれて２７名
が参集した。
丸田礼子氏は読書会担当で、チューターを依頼する立場ながら、コロナ禍
中にあることを慮り、自らにその任を課しての登壇となった。石牟礼道子に
は以前から強く心惹かれていたが、存在の大きさに圧倒され、読み方を誤り
はせぬかなどの恐れから、その作品を取り上げるのを躊躇していた。が、百
人の読者がいれば百通りの読み方があって当然、異なる読み方の中で真摯に
語り合えればと『苦海浄土』を取り上げることにしたと述べて本題に入った。
まず年譜を説きながら『苦海浄土』執筆へ石牟礼を突き動かした力とそれ
を書き得た資質が幼少時の環境や体験に基づくことに触れ、特に視力を失っ
た上に精神をも病む祖母に寄り添った日常を、エッセイ「愛情論」の中の切々
たる言葉を引いて紹介された。また、自分を可愛がってくれていた近所の若
い遊女の惨死という凄まじい出来事など、切り裂かれた人間世界の様々を幼
くして体験したことが、後々、水俣病患者やその家族たちの痛み苦しみへの
強い共感に繋がっていったという。石牟礼は八歳のとき家の没落によって水
俣川河口の村に居を移すが、すぐ近くには渚があり、そこでは自然、生き物
たちとの深い交歓を体験する。それが豊かな詩情の原点となったともいう。
人の世のおぞましい出来事の見聞と、渚での自然界との親密な触れ合い、こ
の言わば相反する体験が融合して、弱者への共感性、『苦海浄土』を書き上げ
る力となったのであろう。
話題の中心は第三章「ゆき女聞き書」に置かれた。この章が第一・二章よ
り先に書かれ、ここを原点に作品世界が広がっていったことによる。資料と
して示された患者やその肉親の心情が、丸田氏の、朗々と、だが哀切に満ち
た声調で強く聴く者の胸を突いた。だがそれは彼らの言葉ではないことを知
らされる。ここに登場するのは言葉を奪われた人々だからだ。その語り得な
い人間の声を如何にして聞きとるか、それが重要と氏は強く説かれる。石牟
礼は通りかかった病室の半開きのドアから自分に向けられた見えない日の
中に決して往できない魂魄を見る。そしてそれが全部自分の中に移り住んだ
と本書で述べている。つまりこの釡鶴松の心情も坂上ゆきの言葉も、冒され
た者に成り代わっての石牟礼の声なのである。筆記具を持ち、録音機を携え
て患者たちの許を訪れたのではなく、それとなく静かに相手に触れてその心
の内に入り、その人に成り代わって語っている石牟礼の言葉なのだ。故に、こ
こには記録ではない、文学としての『苦海浄土』かおるのだと強い口調で語
られた。                                         〈会報 49号〉
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兵
庫
県
現
代
詩
協
会
　
会
報
第
53
号
　
特
別
付
録
　

会
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
④

■
発
行
所
＝
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
事
務
局
《
野
口
幸
雄
》

〒
657̶
0846
神
戸
市
灘
区
岩
屋
北
町
4
―
4
―
５
―
９
０
２

Tel.０
９
０
―
７
９
６
３
―
０
０
９
０

▽
発
行
人
＝
《
時
里
二
郎
》（
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
会
長
）

▽
会
計
＝
《
玉
川
侑
香
》

▽
会
報
特
別
号
・
責
任
編
集
=《
大
橋
愛
由
等
》
／
編
集
協
力
=

《
安
西
佐
有
理
》

■
印
刷
＝《
遊
文
舎
》〒
532-0012
大
阪
市
淀
川
区
木
川
東
４
―
17

―
31
Tel.０
６
―
６
３
０
４
―
９
３
２
５

■
編
集
あ
と
が
き
＝
兵
庫
県
現
代
詩
協
会
が
発
行
す
る
会
報
54
号
の
特

別
付
録
「
会
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
④
」
で
す
。
38
号
か
ら
50
号
ま
で
収

録
し
て
い
ま
す
。
こ
の
会
報
を
発
行
し
て
い
る
期
間
中
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
が
あ
り
、
そ
の
予
防
の
た
め
に
社
会
活
動
が
大
き
く

制
限
さ
れ
ま
し
た
。
本
協
会
の
活
動
も
年
に
一
回
の
総
会
を
書
面
で
す

ま
す
な
ど
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
さ
て
こ
の
会
報
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー（
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
）の
編
集
作
業
は
今
号
で
ひ
と
区
切
り
で
す
。こ

ん
ご
あ
ら
た
に
を
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
作
成
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
次
代
の
会
員
諸
氏
に
任
せ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
協
会
の
会
報

に
文
章
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
会
員
の
皆
さ
ん
と
編
集
を
担
当
し
た

方
に
感
謝
し
つ
つ
、筆
を
置
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
す
。

（
大
橋
記
）

③〈読書会〉第 20回読書会『高階杞一の作品について』神戸市教育会館 ８月
１日　チューター　神尾和寿　報告　黒田ナオ

高階杞一さんの詩は春のモンシロチョウみたいだな、て思っていました。軽やかで
可愛くて、ひょいと簡単に手で捕まえられそうな気がするのですが、実際に捕まえよ
うとすると、すうっと指の隙間からすり抜けてしまって、気配だけは残されているも
のの、なかなか上手く捉えることが出来ないのです。
そこがまた、高階さんの詩の魅力でもあり、わかりやすい口語で書かれていること

が多いので、すぐに理解してしまえそうな気になるのですが、わかっているようで、
なんだか少し訳がわからない。でももちろん、心の奥には、しっかりと何かの気配が
残されています。
そんな謎めいた高階さんの詩を、高階杞一さんとは長いお付き合いのある神尾和

寿さんが、解説してくださるということで、楽しみに出かけて行きました。
高階さんといえば、わたしは詩集を何冊か読ませていただいたものの、ご病気で幼

いお子さんを亡くされた、ということしかよく知らなかったのですが、神尾さんが年
譜をもとに時間の経過に沿って説明してくださったので、それぞれの詩集が、高階さ
んのどのような気持ちの中で書かれたのかがよくわかりました。
高階さんが大学では農学部で勉強されていたこと、また日本万国博覧会記念協会

で造園技師として働いておられたことなど、全く知らなかったので、びっくりしまし
た。造園と詩を書くこと、なんだか面白い組み合わせだなあと思いました。全く違う
世界のようでいて、なんだかちょっと共通している部分もあるような気がします。も
しかしたら庭を造るような感じで、詩集も編集されているのでしょうか。
「キリンの洗濯」という詩の最後の部分で、「窓から／洗いたての首を突き出して／
じっと／遠い所を見ているキリンが見える」というところなんてまるで、造園技師が
どこか少し離れた場所から俯瞰して、自分の詩を見ながら書かれているような気が
しました。そして、高階さん自身もキリンのように長い首を傾げながら、「あれっ、ど
うして僕はこんなところにいるんだろう」と、ぽかんとしているみたいな気がして、
読んでる私も、ふふふっと笑ってしまいます。
神尾さんの解説によると、高階さんの詩が多数の読者を獲得される理由のひとつ

として、独りよがりにならない客観的視座、素直さ、開放性にある、ということでし
たが、それこそが造園技師の俯瞰した目線にあるのかもしれないと思いました。
高階さんは、詩の推敲をかなり何度もされると聞いたことがあるのですが、それも

植木の枝の剪定作業のようなものかもしれません。そうやって巧みに剪定された詩
の言葉たちは、ユーモアがあり、それも適度に刈り込まれているため、モンシロチョ
ウのように軽くひらひらと、読む人の心の中で自由に飛びまわっています。
神尾さんの言葉によると、高階さんは「いつも型にはまらず、新しい可能性を考え
て、新しい詩をつくり、詩集をつくる」ということです。造園技師の仕事から、ご自
分で出版社を作られ、大学の講師をされるなど、次々と新しい世界に挑戦される高階
さんの詩には、神尾さんの解説によると「当たり前となっている日常生活が実は不思
議である「深淵にさらされている」ことに目覚め、さらに、その衝撃をいかに展開し
ていくか」という思いが表現されているそうです。
そんな高階さんは演劇の脚本を書かれたり、四元康祐さんの写真とコラボして詩

集を作られたり、松下育夫さんとの共著の詩集を出されたりと、ますますいろいろな
ことに挑戦されているように思います。そこのところについては十月にある講演会
で高階杞一さん自身の言葉として、さらに詳しく聞かせていただきたいと思いまし
た。
神尾さんのお友達ならではのユーモアたっぷりなお話はとても楽しかったです。

どうも有難うございました。                                           〈第 50 号〉

★
第
50
号
（
２
０
２
１
年
12
月
１
日
発
行
、
8
頁
）

①〈
イ
ベ
ン
ト
〉「
ふ
れ
あ
い
の
祭
典
　
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
２
０
２
１
」が

10
月
３
日
神
戸
市
教
育
会
館
大
ホ
ー
ル
（
神
戸
市
中
央
区
）
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の

日
は
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
緊
急
事
態
宣
言
解
除
さ
れ
た
ば
か
り
で
開
催
が
危
ぶ
ま

れ
た
が
、
な
ん
と
か
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
初
に
時
里
二
郎
会

長
か
ら
「
紆
余
曲
折
を
経
て
こ
こ
に
皆
様
と
共
に
一
堂
に
会
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
一
重
に
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
の
賜
物
と
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
、
こ
れ
か
ら
の

講
師
の
ご
講
演
と
詩
の
朗
読
を
共
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
」
と
挨
拶
。
第
一
部
は
高

階
杞
一
氏
に
よ
る
講
演
。テ
ー
マ
は「
詩
と
は
何
か
」。冒
頭
ギ
タ
ー
を
演
奏
し
な

が
ら
フ
ォ
ー
ク
・
ク
ル
セ
ダ
ー
ズ
の「
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」を
披
露
。第

二
部
は
自
作
詩
の
朗
読
。
13
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

②
〈
講
演
記
録
〉
高
階
杞
一
氏
の
講
演
「
詩
と
は
何
か
」
／
報
告
者
・
福
永
祥
子

開
口
一
番
、高
階
杞
一
氏
は
ギ
タ
ー
一
本
し
か
も
生
音
で「
戦
争
は
知
ら
な
い
」

（
作
詞
・
寺
山
修
司
）を
沁
み
と
お
る
よ
う
な
歌
声
で
唄
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。70
名

前
後
は
い
た
だ
ろ
う
か
、
参
加
者
た
ち
の
心
が
ス
ー
と
一
つ
に
と
け
込
む
瞬
間
だ

っ
た
。

高
階
氏
は
終
始
穏
や
か
な
口
調
で
淡
々
と
語
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
で
い
て

「
ポ
ツ
ン
、ポ
ツ
ン
」と
何
か
一
心
に
き
い
て
い
る
私
達
の
心
の
深
い
処
に
灯
り
が

と
も
さ
れ
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
。

詩
を
書
く
き
っ
か
け
は「
三
好
達
治
」「
の
詩
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
な
ど
率
直

に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
嬉
し
か
っ
た
。
私
も
「
太
郎
を
眠
ら
せ
」
の
あ
の
二
行
詩
が

大
好
き
で
今
で
も
諳
ん
じ
る
と
涙
が
出
て
し
ま
う
。

さ
て
、
本
日
の
演
題
は
「
詩
と
は
何
か
」
―
一
瞬
の
間
が
あ
っ
て
か
れ
は
は
っ

き
り
と
し
た
口
調
で
「
詩
と
は
一
言
で
い
え
ば
「
発
見
と
飛
躍
」
で
す
と
。
そ
れ

か
ら
一
人
ひ
と
り
の
心
を
ゆ
っ
く
り
解
き
ほ
ぐ
す
よ
う
に
、
事
前
に
配
布
さ
れ
た

テ
キ
ス
ト
に
添
っ
て
話
を
進
め
て
い
か
れ
た
。

こ
れ
は
詩
だ
と
念
い
ま
す
か
（
改
編
）

今
朝
ぼ
く
は
　
今
朝
ぼ
く
は
／
い
つ
も
よ
り
早
く
　
い
つ
も
よ
り
早
　

く
／
起
き
て
　
起
き
て
／
学
校
へ
　
ぼ
く
に
／
行
き
ま
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
い
ま
し
た
／
八
時
前
に
　
二
十
年
前
の
／
学
校
に
着
き
ま
し
た
　
　
　
　
　

ぼ
く
に
会
い
ま
し
た

こ
う
し
て
当
日
の
テ
キ
ス
ト
を
書
き
写
し
て
み
る
と
、「
詩
と
は
何
か
」「
え
っ

何
だ
ろ
う
？
　
そ
う
い
え
ば
何
と
な
く
詩
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
は
き
た
が

―
―
」と
自
問
自
答
し
て
い
る
私
と
出
会
う
。で
も
そ
れ
以
上
、私
は
こ
の
二
編
、

改
編
と
を
読
み
比
べ
な
が
ら
、
高
階
氏
か
ら
は
「
ひ
と
つ
の
答
え
」
以
上
に
大
き

な
「
発
見
」
を
頂
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
ま
さ
し
く
詩
と
い
う
言
葉
の
領
域
を

越
え
て
高
階
氏
の
肉
声
と
直
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
「
詩
の
本
質
論
」
よ
り
も
深

い
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。

「
詩
を
書
き
続
け
る
た
め
の
何
か
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
が
教
え
て
頂
け
る
か

し
ら
？
」と
参
加
し
た
け
れ
ど
、そ
ん
な
表
層
的
な
思
考
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。

当
日
、
参
加
者
に
配
っ
て
く
だ
さ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
詩
を
一
編
一
編
優
し
い
声

で
読
ま
れ
な
が
ら
、
一
つ
の
言
葉
に
宿
る
な
ん
と
も
優
し
い
風
景
が
日
の
辺
り
に

浮
か
ん
で
く
る
。

「
雨
に
な
る
」
た
ち
あ
が
っ
て
も
雨
　
ね
こ
ろ
ん
で
も
雨
／
「
雨
」
　
　
　
　
　

ど
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
の
悲
し
み
が
　
君
を
降
ら
せ
て
い
る
の
か
／
「
茫

洋
」
　
ハ
サ
ミ
で
夜
を
切
っ
て
い
く
　
菱
形
、
三
角
、
ギ
ザ
ギ
ザ
、
む
ち

ゃ
く
ち
ゃ
そ
ん
な
ふ
う
に
　
ぼ
く
ら
も
教
わ
っ
た

資
料
か
ら
私
か
無
性
に
惹
か
れ
た
高
階
氏
の
詩
の
フ
レ
ー
ズ
を
書
き
出
し
て

み
た
。
こ
う
し
て
何
度
も
読
み
返
し
て
み
る
と
「
詩
と
は
何
か
」
の
問
い
に
私
自

身
は
明
快
に
答
え
ら
れ
な
い
が
、
や
は
り
心
の
深
い
処
に
ポ
ツ
ン
と
灯
り
が
と
も

さ
れ
る
。

空
へ
の
質
問
　
こ
こ
に
今
ぼ
く
の
い
る
意
味
は
／
こ
こ
へ
　
ぼ
く
を
呼

ん
だ
の
は
　
な
ん
で
す
か
／
な
ぜ
で
す
か
／
こ
の
広
い
宇
宙
の
中
で

こ
こ
に
今
　
ぼ
く
の
い
る
の
は
　
ぼ
く
は
／
な
ぜ
で
す
か
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ん
で
す
か
／
な
ん
だ
ろ
う
　
〈「
高
階
杞
一
詩
集
　
空
へ
の
質
問
》」
よ
り
）

③
〈
読
書
会
〉〉
第
20
回
読
書
会
『
高
階
杞
一
の
作
品
に
つ
い
て
』
神
戸
市
教
育
会

館
 ８
月
１
日
／
チ
ュ
ー
タ
ー
・
神
尾
和
寿
／
報
告
者
・
黒
田
ナ
オ
（
別
枠
に
表
示
）

④〈
書
評
〉「
会
員
の
詩
集
か
ら
」時
里
二
郎
／
▽
和
比
古「
モ
ザ
イ
ク
の
空
」（
土

曜
日
美
術
社
出
版
販
売
）▽
黒
田
ナ
オ「
ぽ
と
ん
ぽ
と
ー
ん
と
音
が
す
る
」（
土
曜

美
術
社
出
版
販
売
）
▽
牧
田
榮
子
「
わ
た
し
の
絵
本
ノ
ー
ト
」（
澪
標
）
▽
▽
今
村

欣
史「
縁
起
小
墓
回
満
地
蔵
尊
」（
小
墓
回
満
地
蔵
尊
奉
賛
会
）▽
森
田
美
千
代「
片

道
切
符
の
季
節
め
ら
ん
こ
り
あ（

澪
標
）
▽
山
本
眞
弓
「
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
」（
澪
標
）

⑤
〈
追
悼
〉「
春
名
純
子
さ
ん
追
悼
」
中
堂
け
い
こ
〈
別
枠
に
表
示
〉

⑥
〈
報
告
〉
常
任
理
事
会
報
告

⑦
〈
詩
篇
〉「
詩
の
フ
ェ
ス
タ
ひ
ょ
う
ご
朗
読
詩
集
よ
り
」
▽
「
Ｆ
君
の
こ
と
（
部

分
）」
田
中
信
爾
▽
「
メ
ダ
カ
」
濱
田
多
代
子
▽
「
部
屋
（
部
分
）」
阿
部
由
子

⑧
〈
会
員
の
発
行
書
／
会
員
の
詩
誌
〉


