
　

選
・
村
松
五
灰
子

寝
返
り
の
右
も
左
も
熱
帯
夜

秋
田
県　

小
田
嶌
恭
葉

評　

暑
く
眠
ら
れ
ぬ
夜
を
上
五
、
中
七
の
語
を
も
っ
て
簡
潔
に
表
現
し

た
と
こ
ろ
が
良
い
。

　

い
か
に
も
寝
苦
し
そ
う
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
も
含
ん
で
い
る
。

禁き
ん

色じ
き

を
深
め
ゆ
く
雨
杜か
き
つ
ば
た若

山
口
県　

御
江
や
よ
ひ

評　

そ
の
昔
律
令
制
の
「
衣
服
令
」
で
位
に
よ
っ
て
着
用
す
る
色
が
決

ま
っ
て
い
た
。
紫
色
は
親
王
、
高
位
の
諸
臣
三
位
以
上
の
み
が
許
さ
れ

た
禁
色
。
そ
の
紫
が
雨
に
、
い
よ
い
よ
叙
情
は
深
ま
る
。

◆
瀬
音
ま
だ
聞
こ
え
さ
う
な
る
鮎
も
ら
ふ 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

◆
つ
く
し
摘
む
明
日
か
ら
馬
の
入
る
牧
に 

神
奈
川
県　

小
田
喜
信
博

◆
田
の
神
の
石
に
脱
ぎ
た
る
蛇
の
衣 

山
形
県　

工
藤　

竹
治

◆
打
ち
応
へ
あ
る
稲は

架ざ

杭く
い

の
新
し
き 

三
重
県　

西
村　

廣
視

◆
心
地
よ
き
昼
寝
を
は
さ
み
過
去
未
来 

埼
玉
県　

小
林　

茂
之

◆
大
瑠
璃
の
歌
に
熊
野
の
石
畳 

新
潟
県　

星
野　

三
興

◆
早さ

苗な

饗ぶ
り

や
田
へ
開
け
放
つ
大
広
間 

大
阪
府　

柏
原　

才
子

◆
わ
ら
び
採
り
野
辺
の
助
六
雲
が
見
る 

滋
賀
県　

三
田　

和
子

◆
鮞
は
ら
ら
ご

を
出
し
て
き
し
き
し
手
を
洗
ふ 

山
口
県　

中
井　

清
子

◆
つ
ば
く
ろ
や
主
人
も
家
も
流
さ
れ
て 

岩
手
県　

眞
藤　

英
利

＊
選
者
吟

良
く
蟲む
し

の
鳴
き
し
旧
居
の
こ
と
を
ふ
と

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　
「
百
の
理
論
よ
り
一
句
」
と
桂
信
子
は
言
っ
て
い
ま
す
。
虚
子
は

「
客
観
写
生
」「
花
鳥
諷
詠
」
と
。
大
自
然
に
心
を
遊
ば
せ
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

真
夜
に
鳴
く
鳥
の
声
さ
え
入
院
の
母
が
わ
れ
呼
ぶ

声
か
と
思
う 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

評　

も
っ
と
巧
み
に
も
詠
え
そ
う
な
作
者
だ
が
、
少
し
た
ど
た
ど
し
く

そ
こ
に
却
っ
て
切
実
さ
を
感
じ
る
一
首
で
あ
る
。
重
篤
な
母
上
か
も
し

れ
な
い
が
、
知
ら
な
い
場
所
に
一
人
置
い
て
来
た
こ
と
へ
の
焦し

ょ
う

慮り
ょ

が
滲

む
。
母
と
い
う
存
在
の
重
さ
を
思
う
。

一
列
に
マ
ス
ク
の
顔
が
連
な
り
て
連
凧
の
ご
と
き

登
校
風
景 

鳥
取
県　

山
本　

浩
一

評　

マ
ス
ク
を
し
た
人
が
街
で
も
増
え
た
。
集
団
感
染
を
恐
れ
て
登
校

時
の
子
ど
も
た
ち
も
そ
ろ
っ
て
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
。「
連
凧
」
と
い

う
喩た

と

え
が
、
視
線
を
大
空
に
い
ざ
な
い
未
来
あ
る
児こ

ら
に
相ふ

さ
わ応
し
い
。

　

◆
魚う

を

持
ち
の
鷺さ

ぎ

よ
り
長
く
佇
み
て
わ
れ
も
川
辺
の
景
色
の
ひ
と
つ

 

島
根
県　

横
山　

槖
吾

　

◆
ゆ
く
り
な
く
溜
池
に
鳴
く
牛
蛙
そ
の
低
き
に
も
疼う

ず

く
故
郷

 

兵
庫
県　

前
田
あ
つ
子

　

◆
水
鏡
出
羽
丘
陵
を
映
し
い
る
広
が
る
絶
景　

鷺
の
飛
び
立
つ

 

秋
田
県　

小
松　

紀
子

　

◆
夏
帽
子
買
っ
て
に
っ
こ
り
療り

ょ
う

友ゆ
う

の
顔
が
涙
で
く
も
る
今
朝
の
訃

 

静
岡
県　

土
屋　

君
江

　

◆
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
蛇
口
ひ
ね
れ
ば
踊
る
ご
と
水
は
眩
し
く
田た

面お
も

を

　
　

走
る 

岩
手
県　

宍
戸
さ
と
る

　

◆
は
つ
夏
の
波は

止と

に
降
り
立
つ
花
嫁
に
島
の
人
た
ち
集
ま
り
て
く
る

 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

　

◆
軍
服
姿
の
君
の
遺
影
に
語
り
か
け
る
平
和
な
七
十
年
を
独
り
生
き

　
　

し
と 

島
根
県　

雑
賀　

花
子

　

◆
啄
木
が
詠
ひ
し
上
野
の
停
車
場
に
托
鉢
の
僧
経
読
み
て
立
つ

 

千
葉
県　

冨
野
光
太
郎

　

◆
夏
羽
織
タ
イ
ト
ル
戦
は
二
日
制
挑
戦
の
雄
若
武
者
に
見
ゆ

 

新
潟
県　

大
橋　

恒
次

　

◆
愛
を
も
て
孤
児
育
め
る
神
父
よ
り
受
け
し
「
聖
」
の
字　

名
の
ご

　
　

と
く
生
き
む 

愛
知
県　

宮
地　

聖
造

＊
選
者
詠

矢
継
ぎ
早
に
こ
と
ば
噴
き
だ
す
日
を
待
ち
ぬ
入
道

　

雲
の
立
ち
上
が
る
夏 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

三
吉
さ
ん
の
上か

み
の
く句
の
「
は
」
音
の
頭
韻
が
、
歌
柄
と
マ
ッ
チ
し
て
い

て
爽
や
か
で
す
。
歌
を
詠
む
時
は
内
容
も
勿
論
で
す
が
リ
ズ
ム
を
大
切

に
し
た
い
も
の
で
す
。
拙
歌
は
幼
子
が
こ
と
ば
を
獲
得
し
つ
つ
声
に
発

す
る
不
思
議
、
そ
れ
を
は
ら
は
ら
と
待
つ
時
間
を
詠
い
ま
し
た
。

25



大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

八は
ち

大だ
い

人に
ん

覚が
く

　

九
月
二
十
九
日
は
大
本
山
永
平
寺
御
開
山
道
元
禅
師
さ
ま
の
ご
命
日
で

す
。
永
平
寺
で
は
九
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
一
週
間
、
御
遺
徳

を
偲
び
、
報
恩
供
養
の
御ご

征し
ょ
う

忌き

を
行
じ
ま
す
。

　
道
元
禅
師
さ
ま
は
、『
正し

ょ
う

伝で
ん

の
仏
法
』
を
広
め
る
た
め
、
生
涯
を
か
け
て

九
十
五
巻
に
も
な
る
『
正し

ょ
う

法ぼ
う
眼げ

ん
蔵ぞ

う
』
と
い
う
膨
大
な
書
物
を
お
書
き
に
な
ら

れ
ま
し
た
。
お
亡
く
な
り
に
な
る
年
の
一
月
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
最
後
の

お
説
法
『
遺ゆ

い
教き

ょ
う

経ぎ
ょ
う

』
の
中
心
と
な
る
「
八
大
人
覚
」
を
お
説
き
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
八
大
人
覚
と
は
《
欲
を
少
な
く
、
足
る
こ
と
を
知
り
、
穏
や
か
な
る

こ
と
を
願
い
求
め
、勤
め
は
げ
み
、仏
さ
ま
の
み
教
え
を
い
つ
も
忘
れ
ず
に
、

坐
禅
を
好
み
、
智
慧
を
磨
い
て
、
無
駄
な
論
争
を
し
な
い
》
と
い
う
み
教
え

で
す
。

　
道
元
禅
師
さ
ま
は
、「
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
は
、
皆
こ
の
八
大
人
覚
を
必

ず
学
び
た
て
ま
つ
る
の
で
す
。
こ
の
み
教
え
を
学
ば
ず
知
ら
な
い
者
は
仏
の

弟
子
で
は
な
い
」と
お
示
し
に
な
り
、「
八
大
人
覚
を
自
ら
実
践
す
る
者
は
、

そ
の
功
徳
に
よ
り
必
ず
安
ら
ぎ
に
至
り
、
こ
れ
を
他
の
者
に
伝
え
る
も
の

は
、お
釈
迦
さ
ま
と
等
し
く
て
違
い
は
な
い
の
で
す
」と
仰
っ
て
お
り
ま
す
。

永
平
寺
の
修
行
僧
も
ま
た
、
八
大
人
覚
を
浄
書
し
、
お
釈
迦
さ
ま
、
道
元
禅

師
さ
ま
の
み
教
え
を
学
び
、
修
行
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

秋
季
彼
岸
と
両り

ょ
う

祖そ

忌き

　
九
月
の
声
を
聞
く
と
暑
さ
も
凌し

の
ぎ
や
す
く
な
り
、
何
と
な
く
落
ち
着
い
た

雰
囲
気
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
九
月
は
秋
の
お
彼
岸
の
時
節
で
す
。
總
持
寺
で
は
、
十
九
日
か
ら
二
十
五

日
ま
で
毎
日
午
後
一
時
か
ら
法
話
、二
時
か
ら
施
食
会
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。

特
に
秋
分
の
日
の
二
十
二
日
は
江
川
禅
師
が
大
導
師
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
、

さ
し
も
の
広
い
大だ

い
祖そ

堂ど
う

も
大
勢
の
参
詣
者
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
二
十
九
日
は
「
両
祖
忌
」
で
す
。
總
持
寺
を
開
か
れ
た
瑩
山
禅
師

は
總
持
寺
の
後
席
を
峨
山
禅
師
に
委
ね
ら
れ
て
永よ

う
光こ

う
寺じ

に
移
ら
れ
た
後
、
正

中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
旧
暦
（
太
陰
暦
）
八
月
十
五
日
、
中
秋
の
名
月
が

冴さ

え
わ
た
る
夜
半
に
御
入
滅
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
宗
門
で
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
祖
師
忌
の
改
正
が
あ
り
、
太
陽
暦

換
算
で
奇
し
く
も
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
ご
命
日
が
九
月
二
十
九
日
と
定

め
ら
れ
、「
両
祖
忌
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
、
永
平
寺
で
は
九
月
二
十
三
日
か
ら
一
週
間
、「
高こ

う

祖そ

大だ
い

師し

御ご

征し
ょ
う

忌き

法
要
」
が
修
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
總
持
寺
で
は
、
峨
山
禅
師
の
ご
命
日
や
能
登
祖
院
の
御ご

征し
ょ
う

忌き

日
程
も
勘
案

し
、
現
在
は
「
御
両
尊
御
征
忌
会
」
と
し
て
十
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
の
御

正
当
ま
で
法
要
が
勤
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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