
　

選
・
坊
城　

俊
樹

鬼
灯
の
紅
う
る
む
母
と
の
日

愛
知
県　

宇
佐
見
和
子

評　

作
者
が
幼
少
の
こ
ろ
の
母
と
の
日
々
の
こ
と
だ
ろ
う
。
鬼
灯
市
へ

行
っ
た
と
き
の
場
面
か
も
し
れ
ぬ
。「
紅
」
は
「
く
れ
な
い
」
と
読
ま

せ
る
。
そ
の
「
紅
さ
」
こ
そ
が
女
の
子
と
母
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
の

色
彩
と
し
て
の
象
徴
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

浮
き
た
が
る
ボ
ー
ル
沈
め
り
水
遊
び

愛
知
県　

大
竹　

妙
子

評　
「
水
遊
び
」
は
夏
の
季
題
。
む
ろ
ん
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
で
、
若

者
た
ち
の
海
辺
の
遊
び
に
は
適
さ
な
い
。
何
度
も
ボ
ー
ル
を
沈
め
て
は

浮
い
て
く
る
遊
び
は
な
ん
と
な
く
記
憶
の
底
に
あ
る
。
現
代
の
子
も
昔

の
子
も
同
じ
遊
び
を
し
て
い
る
こ
と
の
嬉
し
さ
。

◆
奥
の
院
よ
り
白
靴
に
泥
つ
け
て 

愛
媛
県　

井
上　

征
郎

◆
竜
宮
に
水
母
は
骨
を
忘
れ
来
し 

北
海
道　

堺　
　
　

隆

◆
山
門
の
地
蔵
に
梅
雨
の
話
な
ど 

三
重
県　

苅
屋
奈
良
美

◆
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
少
年
の
飼
ふ
甲
虫 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

◆
世
の
裏
を
教
へ
て
く
れ
た
サ
ン
グ
ラ
ス 

福
島
県　

鈴
木
嘉
志
雄

◆
六
月
や
花
屋
の
花
の
娘
た
ち 

埼
玉
県　

尾
内　

達
也

◆
苗
植
ゑ
て
殺
生
の
日
々
始
ま
り
し 

岐
阜
県　

大
下　

雅
子

◆
野
地
蔵
の
二
つ
並
び
て
蓮
の
花 

福
井
県　

高
島　

員
子

◆
薪
の
ご
と
蕗
負
う
老
婆
山
下
る 

岩
手
県　

関
合　

新
一

◆
売
言
葉
買
言
葉
と
ふ
夕ゆ
う

端は
し

居い 

静
岡
県　

土
屋　

君
女

＊
選
者
吟

夕
焼
を
堕
ち
て
し
ま
ひ
し
夕
日
か
な

俊　

樹

＊
作
句
小
見

　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
海
の
句
で
あ
る
。
夏
の
海
は
子
ど
も
や
若
者
た

ち
で
賑
わ
う
。
し
か
し
黄
昏
時
と
な
り
、
そ
し
て
水
平
線
の
彼
方
に
つ

い
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
夕
日
。
し
か
し
深
紅
の
夕
焼
け
は
ま
だ
水
平
線

を
か
こ
ん
で
い
る
。
夏
の
終
焉
を
も
予
感
し
た
句
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

鷗
外
の
「
石
見
人
」
と
は
如
何
な
る
や
考
へ
て
ゐ

る
津
和
野
に
生
ま
れ
て 

島
根
県　

横
山　

槖
吾

評　

森
鷗
外
は
島
根
県
津
和
野
生
ま
れ
の
石い

わ
み
の
く
に

見
国
の
人
。
軍
医
と
し
て

封
建
的
な
医
学
の
改
革
を
目
指
す
一
方
、
多
彩
な
文
学
活
動
も
展
開
し

て
日
本
の
近
代
化
に
尽
く
し
た
人
。
同
郷
の
偉
人
へ
敬
意
を
抱
き
つ
つ

自
分
の
ル
ー
ツ
へ
思
い
を
致
し
て
い
る
。

反
抗
期
の
子
の
ご
と
一
つ
太
陽
に
背
を
向
け
て
咲

く
向
日
葵
の
花 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

評　

向
日
葵
の
花
は
太
陽
の
動
き
に
つ
い
て
廻
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

の
よ
う
に
し
な
い
花
も
あ
る
し
、
あ
っ
て
も
良
い
と
作
者
は
思
っ
て
い

る
。
あ
れ
は
今
、
反
抗
期
な
の
だ
な
と
見
て
い
る
眼
差
し
が
や
さ
し
い
。

　

◆
梅
雨
明
け
を
ひ
た
待
つ
こ
こ
ろ
携ケ

ー
タ
イ帯
に
娘こ

は
送
り
来
る
淡
き
夕
虹

 

兵
庫
県　

前
田
あ
つ
子

　

◆
軒
を
借
り
た
た
ず
む
わ
れ
の
目
の
前
の
雨
を
斬
り
裂
く
ツ
バ
メ
の

　
　

飛
翔 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

　

◆
亡
き
母
の
衣
を
ほ
ど
き
て
袈
裟
に
す
る
過
ぎ
し
日
思
い
つ
つ
針
を

　
　

進
め
る 

茨
城
県　

細
矢　

弘
子

　

◆
九
十
三
歳
数
独
三
昧
楽
し
き
日
々
余
命
僅
か
と
悟
り
な
が
ら
も

 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス　

井
上　

健
一

　

◆
水
面
に
大
き
く
口
を
開
く
鯉
ご
め
ん
ね
こ
こ
は
餌
や
り
禁
止

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　

◆
新
築
の
堂
に
移
さ
む
開
山
像
今
日
は
大
工
ら
白
衣
に
着
替
ふ

 

山
形
県　

斎
藤　

弥
生

　

◆
髪
白
く
老
い
て
も
恋
し
ゆ
す
ら
梅
下
校
の
足
を
速
め
し
昔

 

愛
知
県　

田
中　

澤
子

　

◆
視
力
増
し
不
要
と
な
り
た
る
老
眼
鏡
な
れ
ど
レ
ン
ズ
の
汚
れ
を
磨

　
　

く 

静
岡
県　

髙
尾　

善
五

　

◆
若
き
喪
主
母
が
誇
り
と
挨
拶
す
吾
が
集
落
は
ま
だ
ま
だ
元
気

 

福
島
県　

佐
藤　
　

忠

　

◆
足
下
に
露
草
の
花
広
が
れ
ど
摘
み
取
り
難
し
摘
め
ば
し
ぼ
む
と

 

滋
賀
県　

三
田　

和
子

＊
選
者
詠

水
澄
め
ば
ス
ク
リ
ュ
ー
の
泡
も
玻
璃
の
玉　

永
遠

　

な
ら
ざ
る
も
の
を
航ひ

き
ゆ
く 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

三
田
さ
ん
の
一
首
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

露
草
の
花
の
儚は

か
なさ
を
言
い
得
て
い
ま
す
。
複
雑
に
表
現
す
る
と
、
花
は

理
屈
で
固
め
ら
れ
強
く
丈
夫
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
素
朴
に
素
直
に

詠
う
こ
と
に
つ
い
て
再
確
認
し
た
い
も
の
で
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

達だ
る

磨ま

講こ
う

式し
き

　
永
平
寺
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
覗
く
峯
々
の
風
光
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
秋
の
訪
れ

を
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
祖
山
で
は
、
十
月
五
日
に 

達
磨
大
師
さ
ま
を
お
偲
び
す
る
「
達
磨
講
式
」

を
修
行
い
た
し
ま
す
。

　
達
磨
大
師
さ
ま
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
お
釈
迦
さ
ま
の
坐
禅
を
お
伝
え

に
な
ら
れ
た
方
で
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
数
え
て
二
十
八
代
目
に
あ
た
る
仏
教

の
伝
道
者
で
す
。

　
そ
の
、「
達
磨
講
式
」
で
お
唱
え
い
た
し
ま
す
「
式し

き

文も
ん

」
に
、
こ
の
よ
う

な
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
海
底
に
渇
を
愁
ふ
」

　
こ
れ
は
、
海
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
水
を
求
め
て
愁
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
移
ろ
い
ゆ
く
天
地
自
然
の
仏
の
営
み
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て

「
仏
」
と
か
「
さ
と
り
」
と
い
う
も
の
を
創
り
上
げ
、
探
し
求
め
て
得
ら
れ

ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
の
た
と
え
で
す
。
そ
し
て
、「
仏
」
を
掴
も
う
掴
も

う
と
し
て
い
る
私
自
身
が
、
ま
さ
に
そ
の
掴
も
う
と
し
て
い
る
仏
の
内
に
抱い

だ

か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
宗
教
や
宗
派
、
性
別
や
職
業
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
同

じ
空
の
下
、
等
し
く
尊
い
一
日
一
日
を
生
活
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
の
幸
せ
を
願
い
、
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
る
時

に
、皆
と
共
に
生
き
る「
仏
の
姿
」が
こ
の
身
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

　
永
平
寺
川
の
せ
せ
ら
ぎ
や
山
々
の
姿
は
、
何
も
飾
ら
ず
に
そ
の
こ
と
を
教

え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
達
磨
講
式
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
お
役
目
を
、
一
心
に
修

行
す
る
雲
水
方
の
姿
が
、
何
よ
り
の
達
磨
さ
ま
の
ご
供
養
に
な
る
の
だ
と
心

に
留
め
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
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

御ご

両り
ょ
う

尊そ
ん

御ご

征し
ょ
う

忌き

　

十
月
よ
り
冬と

う

安あ
ん

居ご

制せ
い

中ち
ゅ
う

に
入
り
、
首し

ゅ

座そ

和
尚
を
中
心
に
来
年
正
月
ま
で

一
〇
〇
日
間
の
集
中
修
行
期
間
が
始
ま
り
ま
す
。

　
ま
た
、
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
は
御
開
山
瑩け

い
山ざ

ん
禅
師
・
二
祖
峨が

山さ
ん
禅
師

（
お
二
方
あ
わ
せ
て
御
両
尊
と
申
し
ま
す
）
を
お
慕
い
し
て
の
、「
御
両
尊
御

征
忌
」
が
営
ま
れ
ま
す
。
こ
の
期
間
に
は
、
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
焼
香
師
さ

ま
が
禅
師
さ
ま
の
御
代
理
と
し
て
法
要
の
導
師
を
勤
め
ら
れ
、
御
寺
院
・
檀

信
徒
の
方
々
も
大
勢
参
集
し
て
報
恩
の
誠
が
捧
げ
ら
れ
ま
す
。

　
御
征
忌
は
、
江
戸
時
代
は
「
開
山
・
二
代
忌
」、
明
治
時
代
に
入
り
「
御ぎ

ょ

忌き

」「
御ぎ

ょ

忌き

会え

」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
御
移
転
当
初
は
春
・
秋
に
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
年
よ
り
現
在
の
十
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
の
四

日
間
と
な
り
現
在
に
到
っ
て
お
り
ま
す
。
十
二
日
と
十
三
日
が
二
祖
峨
山
禅

師
の
、
十
四
日
と
十
五
日
が
開
山
瑩
山
禅
師
の
法
要
と
な
り
、
ま
さ
し
く
御

両
尊
の
た
め
の
御
征
忌
で
あ
る
の
で
す
。

　
ま
た
、
こ
の
春
よ
り
改
修
工
事
に
入
っ
て
い
ま
し
た
三さ

ん
松し

ょ
う

閣か
く

の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
が
終
了
し
、
い
よ
い
よ
十
月
か
ら
研
修
道
場
と
し
て
再
開
し
ま
す
。

　
空
調
設
備
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
ト
イ
レ
の
最
新
化
な
ど
現
代
に
則
し
た
設

備
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
ぞ
御
参
詣
御
参
籠
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
御
案

内
申
し
上
げ
ま
す
。

対真上堂（御両尊御征忌）
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