
展

望

鳩
笛
と
夕
陽

斉
藤

梢

岩
田
正
の
第
一
歌
集
﹃
靴
音
﹄
を
読
む
︒
昭
和
三

十
一
年
四
月
一
〇
日
発
行
︑
定
価
一
五
〇
円
の
一
冊
︒

少
年
が
売
り
つ
つ
鳴
ら
す
鳩
笛
の
街
に
平
和
な

音
を
ひ
び
か
す

﹃
靴
音
﹄

街
に
売
る
鳩
笛
の
音
の
や
さ
し
く
て
妻
に
き
か

す
と
ひ
と
つ
を
も
と
む

昭
和
二
十
二
年
か
ら
三
十
年
ま
で
の
作
品
が
逆
年

順
に
並
ぶ
﹃
靴
音
﹄
に
は
︑
そ
の
︿
時
代
﹀
が
残
さ

れ
て
い
る
︒
一
首
目
は
﹁
鳩
笛
﹂
八
首
の
始
ま
り
の

歌
で
あ
り
︑
巻
頭
歌
で
も
あ
る
︒
鳩
笛
を
売
る
﹁
少

年
﹂
に
︑
作
者
は
社
会
と
時
代
を
見
て
い
る
の
だ
ろ

う
︒
平
和
の
象
徴
で
あ
る
鳩
を
か
た
ど
っ
た
鳩
笛
の

音
が
︑
夜
の
街
に
ひ
び
く
︒
そ
の
音
は
︑
少
年
の
命

の
音
で
も
あ
り
︑
少
年
は
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
鳩
笛

を
売
っ
て
い
る
︒
少
年
が
鳩
笛
を
吹
く
と
い
う
光
景

は
︑
昭
和
三
十
五
年
生
ま
れ
の
私
の
記
憶
に
は
無
い
︒

し
か
し
︑
私
は
少
年
の
息
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
﹁
平

和
な
音
﹂
を
想
像
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
鳩
笛
の

音
﹂
を
無
性
に
聞
き
た
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
歌
に
よ

っ
て
知
り
得
る
︿
時
代
﹀
が
あ
り
︑
人
々
の
営
み
が

あ
り
︑
心
情
が
あ
る
︒
二
首
目
の
﹁
妻
に
き
か
す

と
﹂
に
は
︑
妻
へ
の
思
い
が
表
れ
て
い
て
︑﹁
ひ
と

つ
﹂
を
買
う
姿
が
見
え
る
よ
う
だ
︒

日
日
母
が
き
ざ
み
き
た
り
し
千
六
本
手
つ
き
同

じ
く
妻
が
き
ざ
め
り

﹃
靴
音
﹄

千
六
本
う
ま
く
き
ざ
み
ぬ
ト
ン
ト
ン
と
こ
ん
な

よ
き
朝
わ
れ
に
あ
つ
た
か

﹃
郷
心
譜
﹄

包
丁
の
音
は
か
ろ
や
か
わ
が
病
め
ば
わ
が
俎
は

妻
の
ま
な
い
た

﹃
柿
生
坂
﹄

﹃
靴
音
﹄
の
後
︑︿
評
論
の
人
﹀
と
な
っ
た
岩
田

が
︑
作
歌
を
再
開
し
た
の
は
昭
和
六
十
二
年
︒
第
二

歌
集
﹃
郷
心
譜
﹄
の
発
行
は
平
成
四
年
で
あ
る
︒
包

丁
の
音
を
捉
え
る
耳
︒﹁
ト
ン
ト
ン
﹂
と
い
う
俎
の

リ
ズ
ム
は
︑
母
の
も
の
で
あ
り
︑
妻
の
も
の
で
あ
り
︑

自
身
の
も
の
で
も
あ
る
︒
少
年
の
命
の
音
を
﹁
鳩

笛
﹂
に
聞
い
た
よ
う
に
岩
田
は
︑
母
や
妻
︑
そ
し
て

自
ら
の
命
の
音
を
俎
に
聞
き
︑
そ
し
て
︑
そ
の
時
の

音
を
詠
む
︒
詠
む
こ
と
は
︿
時
﹀
を
残
す
こ
と
な
の

だ
︒
平
成
三
十
年
五
月
発
行
の
﹃
柿
生
坂
﹄
に
は
︑

自
身
の
老
い
を
直
視
し
て
︑
日
々
を
生
き
よ
う
と
す

る
歌
が
並
ぶ
︒
軽
や
か
な
詠
み
ぶ
り
の
三
首
目
は
︑

表
面
は
明
る
く
見
え
る
が
︑﹁
わ
が
病
め
ば
﹂
と
い

う
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
︑
あ
る
日
あ
る
時
の

葛
藤
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
︑
妻
で
あ
る
馬
場
あ
き

子
と
の
暮
ら
し
が
残
る
︒

こ
ゑ
の
み
で
ひ
と
の
か
な
し
さ
知
る
茶
房
背
中

あ
は
せ
の
顔
は
見
え
ね
ど

﹃
泡
も
一
途
﹄

平
成
十
七
年
発
行
の
﹃
泡
も
一
途
﹄
の
こ
の
一
首

は
︑
洞
察
の
歌
︒
顔
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
﹁
こ
ゑ

の
み
で
﹂
知
る
人
の
感
情
︒
映
像
的
で
あ
り
な
が
ら

も
︑﹁
こ
ゑ
﹂
と
い
う
感
情
の
音
を
聞
い
て
い
る
作

者
が
い
る
︒

純
粋
で
真
面
目
で
あ
り
た
い
と
い
う
私
の
願
い

の
一
端
で
も
︑
歌
の
上
に
反
映
し
て
い
れ
ば
︑
そ

れ
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒
私
は

自
分
自
身
の
歌
の
今
後
に
︑
一
層
の
期
待
を
か
け

た
い
と
思
う
︒
そ
ん
な
意
味
か
ら
も
︑
最
近
の
歌

を
巻
頭
に
載
せ
て
み
た
︒

﹃
靴
音
﹄
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
記
し
た
言
葉
に
は
︑

平
成
二
十
九
年
十
一
月
に
九
十
三
歳
で
亡
く
な
る
ま

で
持
ち
続
け
た
歌
へ
の
厳
し
い
ま
な
ざ
し
と
︑
心
意

気
が
す
で
に
表
出
し
て
い
る
︒
大
正
十
三
年
に
生
ま

れ
︑
昭
和
︑
平
成
を
生
き
た
岩
田
正
の
﹁
明
日
の
時

代
を
招
く
靴
音
﹂︒
平
和
を
願
い
︑
ブ
ラ
ー
ム
ス
を

聴
き
︑﹁
歌
の
今
後
﹂
を
生
き
続
け
た
岩
田
の
詠
む

﹁
令
和
﹂
の
︿
時
﹀
を
︑
私
は
読
み
た
か
っ
た
と
思

う
︒
純
な
る
希
求
と
し
て
の
﹁
切
実
﹂
は
︑
最
後
の

声
だ
っ
た
の
だ
︒

足
病
ん
で
冬
を
こ
も
れ
ば
切
実
に
夕
陽
を
見
た

し
夕
陽
浴
び
た
し

﹃
柿
生
坂
﹄
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