
　
選
・
村
松
五
灰
子

稲
を
刈
る
亡
父
の
大
声
聞
こ
え
け
り

静
岡
県　

富
岡
　
一
郎

評　

稲
刈
り
の
頃
と
も
な
る
と
、
今
は
亡
き
精せ

い

悍か
ん

で
頼
も
し
い
父
の
姿

が
浮
か
び
、
大
声
で
指
図
す
る
声
ま
で
も
聞
こ
え
て
く
る
。
齢
を
重
ね

れ
ば
、
な
お
思
い
出
は
深
く
な
る
。

月
光
の
妖
し
き
と
き
の
円
空
仏　東

京
都　

伊
奈
　
三
郎

評　

円
空
は
生
涯
に
約
十
二
万
体
の
仏
像
を
彫
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
粗
削
り
の
木
彫
佛
が
月
光
を
浴
び
る
と
き
僅
か
に
漂
う
微
笑
み
が
妖

し
い
。
そ
の
野
生
美
に
も
作
者
は
心
惹
か
れ
た
。

◆
す
さ
ま
じ
や
俳
句
習
ひ
て
知
る
こ
と
ば 

新
潟
県　

大
橋　

恒
次

◆
空
っ
ぽ
の
循
環
バ
ス
や
刈
田
中 

長
野
県　

下
島　
　

博

◆
宍
道
湖
の
雲
押
し
分
け
て
い
な
び
か
り 

山
口
県　

御
江
や
よ
ひ

◆
露
け
し
や
空
気
電
池
を
補
聴
器
に 

千
葉
県　

鈴
木　

英
子

◆
開
閉
の
障
子
に
今
日
を
占
へ
り 

静
岡
県　

島
田　

イ
ネ

◆
月
光
を
載
せ
て
ひ
し
め
く
船
溜 

佐
賀
県　

池
内　

淳
子

◆
な
め
ら
か
に
擂す
り

粉こ

木ぎ

古
し
道
元
忌 

神
奈
川
県　

大
竹
の
り
子

◆
秋
彼
岸
南
無
六
輔
南
無
巨
泉 

福
島
県　

渡
辺　

正
一

◆
足
裏
に
小
春
の
砂
や
由
比
ヶ
浜 

東
京
都　

野
村　

信
廣

◆
省
み
て
は
づ
か
し
き
日
々
う
ろ
こ
雲 

福
岡
県　

安
部　

正
和

＊
選
者
吟

雪
の
旅
君
の
電
話
の
そ
の
後
も

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　

十
七
文
字
の
中
に
小
宇
宙
を
描
き
ま
す
。
観
念
的
に
な
ら
ぬ
こ
と
。

解
り
易
い
こ
と
。
読
め
ば
す
ぐ
に
映
像
が
浮
か
ぶ
句
が
良
い
句
と
言
え

ま
す
。
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選
・
長
澤
　
ち
づ

穭ひ
つ
じ

穂ほ

の
よ
う
な
暮
ら
し
や
我
が
余
生
収
益
無
く
も

生
き
る
楽
し
み 

新
潟
県　

大
橋
　
恒
次

評　

穭
穂
と
は
稲
の
収
穫
後
に
生
え
る
二
番
穂
の
こ
と
。
昔
は
飼
料
に

し
た
り
味
噌
作
り
に
使
わ
れ
た
が
、
稲
ほ
ど
の
収
益
に
は
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
穭
穂
に
自
ら
の
現
在
の
生
活
を
喩
え
て
詠
う
。
嘗
て
は
農
業
を

支
え
て
き
た
世
代
の
、
悠
々
自
適
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

見
あ
ぐ
る
も
う
つ
む
く
も
あ
り
落
ち
椿
夫
と
父
母

待
つ
墓
へ
の
道
に 

静
岡
県　

横
山
　
政
子

評　

落
ち
椿
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
を
進
め
て
行
く
作

者
の
姿
が
浮
か
ぶ
。
落
ち
椿
は
ま
る
で
夫
や
父
母
の
化
身
の
よ
う
だ
。

上
の
句
と
下
の
句
の
世
界
が
ほ
ど
よ
く
均
衡
を
保
っ
て
い
る
。

　
◆
夫
と
撞
く
鐘
の
余
韻
は
流
れ
ゆ
く
比
叡
の
山
の
森
の
深
み
へ

 

山
梨
県　

北
村　

富
子

　
◆
昂
り
て
油
蟬
啼
く
月
見
坂
歩
む
木
の
間
に
か
の
川
見
え
て

 

岩
手
県　

宍
戸
さ
と
る

　
◆
津
波
に
耐
え
郷
に
ポ
ツ
ン
と
日
和
山
七
百
人
の
魂
守
る
ご
と

 

宮
城
県　

須
藤
智
恵
子

　
◆
除
染
土
の
埋
め
ら
る
る
庭
と
は
知
ら
ず
し
て
「
除
染
ご
っ
こ
」
を

　
　
子
ら
し
て
遊
ぶ 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

　
◆
避
難
所
の
椅
子
に
座
り
て
一
夜
明
か
し
台
風
の
通
過
を
友
と
待
ち

　
　
た
り 

岩
手
県　

阿
部　

凞
子

　
◆
退
院
の
翌
日
雨
の
石
畳
妻
に
わ
ず
か
に
遅
れ
て
歩
く

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　
◆
稲
刈
り
を
終
え
た
枯
れ
田
に
カ
ラ
ス
群
れ
落
ち
穂
つ
い
ば
む
命
の

　
　
強
さ 

秋
田
県　

小
松　

紀
子

　
◆
銀
鈴
の
ご
と
き
露
お
く
山
の
畑
踏
み
込
む
足
に
染
み
る
冷
た
さ

 

神
奈
川
県　

小
橋　
　

幸

　
◆
口
す
ぼ
め
そ
つ
と
吐
き
出
す
筋
雲
は
秋
を
知
ら
せ
て
風
の
歌
生
む

 

岐
阜
県　

後
藤　
　

進

　
◆
喜
寿
過
ぎ
て
傘
寿
へ
の
道
坂
の
道
焦
る
こ
と
な
く
踏
み
し
め
上
る

 

広
島
県　

小
畑　

宣
之

＊
選
者
詠

朴
の
幹
を
濡
ら
し
て
驟し
ゅ
う

雨う

去
り
し
の
み
だ
あ
れ
も

　

こ
な
い
だ
あ
れ
も
く
る
な 

ち
　
づ

＊
作
歌
小
見

　

宍
戸
さ
ん
の
奥
行
の
あ
る
歌
、
後
藤
さ
ん
の
詩
的
な
感
受
性
に
も
感

心
し
ま
し
た
。
熊
本
地
震
や
鳥
取
地
震
、
台
風
禍
の
北
海
道
と
災
害
の

多
い
昨
年
で
し
た
。
東
日
本
大
震
災
の
復
興
も
未
だ
成
ら
ず
、
新
年
が

皆
さ
ま
に
と
っ
て
良
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
致
し
ま
す
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

新
　
春

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
大
本
山
永
平
寺
も
穏
や
か
に
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
永
平

寺
の
元
旦
は
三
時
に
起
床
し
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
坐
禅
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
年
の
初
め
、
月
の
初
め
、
日
の
初
め
で
あ
る
三
元
の
朝
に
、
姿
勢
を
調と

と
の

え
、
息
を
調
え
、
静
か
に
坐
れ
る
こ
と
は
有
り
難
く
、
今
年
も
仏
道
に
励
も

う
と
志
気
を
高
め
る
修
行
僧
に
と
っ
て
大
切
で
す
。
歳
朝
の
特
別
行
事
を
勤

め
終
え
ま
す
と
、
み
ん
な
で
お
雑
煮
や
お
せ
ち
料
理
を
い
た
だ
き
ま
す
。

ほ
っ
と
一
息
の
楽
し
い
ひ
と
時
に
、
永
平
寺
で
お
正
月
を
迎
え
た
実
感
が
湧

い
て
き
ま
す
。
三
が
日
は
、
一
日
に
「
転
読
大
般
若
会
」
二
日
は
「
大
般
若

講
式
」
三
日
に
は
「
歎た

ん
仏ぶ

つ
会え

」
の
法
要
を
行
い
、
世
界
の
平
和
と
人
々
の
安

穏
、
仏
法
興
隆
を
願
う
ご
祈
祷
を
し
、
仏
さ
ま
、
お
祖
師
さ
ま
の
お
徳
を
讃

え
ま
す
。
参
拝
の
方
も
た
く
さ
ん
お
越
し
に
な
ら
れ
一
緒
に
お
参
り
く
だ
さ

い
ま
す
。

　
お
正
月
の
諸
行
事
を
勤
め
、
下
旬
の
一
月
二
十
六
日
は
、
道
元
禅
師
さ
ま

お
誕
生
の
日
で
す
。
お
誕
生
を
祝
う「
高
祖
大
師
降
誕
会
」と
お
徳
を
讃
え
、

恩
に
報
い
る
た
め
に
「
報
恩
講
式
」
が
営
ま
れ
ま
す
。

　
道
元
禅
師
さ
ま
の
御
真
廟
で
あ
る
「
承じ

ょ
う

陽よ
う
殿で

ん
」
で
は
、
今
も
道
元
禅
師
さ

ま
が
居
ら
れ
る
が
如
く
お
仕
え
致
し
て
お
り
ま
す
。
永
平
寺
が
開
か
れ
て

七
七
三
年
。
修
行
僧
た
ち
は
、
道
元
禅
師
さ
ま
に
見
守
ら
れ
て
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

改
歳
を
迎
え
て

　
丁ひ

の
と

酉と
り
の
新
年
を
迎
え
、
皆
さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

　
總
持
寺
の
歳
末
か
ら
新
年
に
か
け
て
の
行
事
は
ま
こ
と
に
慌
た
だ
し
い
も

の
で
す
。
大
晦
日
の
除
夜
の
鐘
か
ら
始
ま
り
、
境
内
に
は
初
詣
の
人
が
続
々

と
集
ま
っ
て
き
て
、
大
祖
堂
へ
到
る
長
蛇
の
列
が
出
来
ま
す
。

　
大
祖
堂
で
は
江
川
禅
師
さ
ま
御
親
修
に
て
元
朝
大
祈
祷
が
行
わ
れ
、
世
界

の
平
和
と
人
々
の
安
寧
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
続
い
て
、
初
詣
の
皆
さ
ま
へ
の
祈
祷
法
要
が
始
ま
り
、
明
け
方
ま
で
続
け

ら
れ
ま
す
。
三
が
日
に
は
、毎
年
三
十
万
人
以
上
の
方
に
参
拝
い
た
だ
き
ま
す
。

　
朝
の
行
事
が
一
段
落
し
ま
す
と
、
役
寮
・
修
行
僧
み
ん
な
で
お
雑
煮
を
頂

戴
い
た
し
ま
す
。
修
行
僧
た
ち
は
お
雑
煮
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
本
山
で
正

月
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
の
悦
び
を
噛
み
し
め
る
の
で
す
。

　
新
年
の
行
事
が
落
ち
着
き
ま
す
と
、
昨
秋
か
ら
修
さ
れ
て
い
た
冬
安
居
と

呼
ば
れ
る
一
〇
〇
日
間
の
集
中
修
行
が
解
制
（
終
了
）
と
な
り
ま
す
。

　
解
制
を
迎
え
、
凛
と
張
り
詰
め
た
空
気
の
中
に
も
、
冬
の
厳
し
い
修
行
を

成
し
遂
げ
た
修
行
僧
た
ち
の
明
る
い
笑
顔
が
印
象
的
で
す
。

　
一
月
十
一
日
か
ら
は「
寒
行
托
鉢
」が
始
ま
り
、月
末
ま
で
行
わ
れ
ま
す
。

近
年
で
は
托
鉢
を
撮
影
し
よ
う
と
す
る
カ
メ
ラ
フ
ァ
ン
も
多
く
見
ら
れ
、
こ

の
時
期
の
風
物
詩
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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