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俵
万
智
歌
集

『
未
来
の
サ
イ
ズ
﹄

︵
角
川
書
店
︶

第
六
歌
集
で
あ
り
三
部
構
成
︒
コ
ロ
ナ
禍
の
二

〇
二
〇
年
の
歌
︑
遡
っ
て
石
垣
島
︑
現
在
も
住
む

宮
崎
で
の
歌
と
続
く
︒
内
容
も
幅
広
い
︒

感
染
者
二
桁
に
減
り
良
い
ほ
う
の
ニ
ュ
ー
ス

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
人
た
ち

状
況
は
異
な
っ
て
も
日
々
の
数
字
に
省
略
さ
れ

る
一
人
ひ
と
り
の
存
在
が
常
に
あ
る
こ
と
を
読
者

に
気
づ
か
せ
る
︒

あ
と
三
日
で
引
っ
越
し
を
す
る
我
が
部
屋
に

日
常
と
し
て
子
ど
も
七
人

日
に
四
度
電
話
を
か
け
て
く
る
日
あ
り
息
子

の
声
を
嗅
ぐ
よ
う
に
聴
く

最
後
と
は
知
ら
ぬ
最
後
が
す
ぎ
て
ゆ
く
そ
の

連
続
と
思
う
子
育
て

石
垣
島
で
の
濃
密
な
子
育
て
の
時
間
︑
そ
の
後

入
寮
し
た
子
の
成
長
と
自
立
を
実
感
し
て
ゆ
く
作

者
の
心
情
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

テ
ン
ポ
よ
く
刻
む
リ
ズ
ム
の
危
う
さ
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム

﹁
子
育
て
を
通
し
て
︑
社
会
の
あ
り
よ
う
へ
の

関
心
を
深
め
た
時
期
で
も
あ
っ
た
﹂
と
あ
と
が
き

に
あ
り
︑
自
身
の
日
常
と
社
会
全
体
の
両
面
が
丁

寧
に
掬
い
と
ら
れ
て
い
る
︒

(
冨
永
恵
美
子
︶

大
森
静
佳
著

『
こ
の
世
の
息

歌
人
・
河
野
裕
子
論
﹄

︵
角
川
書
店
︶

河
野
裕
子
が
残
し
た
十
五
冊
の
歌
集
︒
そ
の
全

体
を
見
渡
し
つ
つ
現
代
短
歌
史
に
お
け
る
位
置
づ

け
も
試
み
る
意
欲
的
な
論
考
集
で
あ
る
︒
作
品
の

言
葉
や
文
体
的
特
徴
を
詳
細
に
捉
え
る
︒
ま
た
︑

初
出
を
踏
ま
え
一
首
の
背
景
を
探
る
な
ど
歌
を
精

緻
に
読
む
︒
と
同
時
に
︑
先
行
評
論
を
丹
念
に
調

べ
︑
近
現
代
歌
人
と
の
比
較
も
行
う
︒

評
価
の
分
か
れ
る
中
期
の
作
品
を
︑
﹁
没
入
感

覚
﹂
袞
も
の
に
﹁
入
る
﹂
﹁
入
り
こ
ま
れ
る
﹂
袞

と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
の
も
興
味
深

い
︒
例
え
ば
次
の
一
首
︑

わ
た
く
し
は
も
う
灰
な
の
よ
ひ
と
つ
ま
み
の

灰
が
あ
り
た
り
石
段
の
隅

﹃
歩
く
﹄

も
﹁
没
入
感
覚
﹂
の
歌
で
︑
そ
の
感
覚
は
自
然
や

外
界
が
話
し
か
け
て
く
る
よ
う
な
後
期
の
歌
に
も

つ
な
が
る
︑
河
野
独
特
の
系
譜
だ
と
す
る
︒
ま
た
︑

こ
の
歌
が
病
気
の
発
見
以
前
の
歌
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
つ
つ
︑
時
間
を
先
取
り
し
た
歌
︑
あ
る
い

は
口
語
体
や
対
話
等
を
用
い
た
河
野
ら
し
い
﹁
声

の
聞
こ
え
る
﹂
歌
に
も
注
目
す
る
︒

著
者
は
︑
繰
り
返
し
表
れ
る
テ
ー
マ
と
振
幅
の

激
し
い
作
風
の
変
化
を
追
い
︑
螺
旋
階
段
を
上
が

る
よ
う
に
河
野
の
歌
業
を
辿
る
︒

(
田
中

泉
︶

大
口
玲
子
歌
集

『
自
由
』

︵
書
肆
侃
侃
房
︶

第
七
歌
集
︒
著
者
は
神
学
者
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ

ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
詩
句
﹁
た
だ
行
為
の
中

に
の
み
自
由
は
あ
る
﹂
を
胸
に
置
き
︑
原
発
︑
死

刑
︑
安
保
法
制
な
ど
の
問
題
に
関
わ
る
︒

丁
寧
に
書
か
れ
て
あ
れ
ば
わ
れ
も
ま
た
し
づ

か
に
寒
く
陳
述
す
べ
し

に
ん
げ
ん
が
メ
モ
を
と
り
つ
つ
聞
く
べ
き
は

椿
の
陳
述

椿
の
夜
に

九
州
電
力
と
国
を
相
手
に
し
た
裁
判
で
は
︑
原

告
の
一
人
と
し
て
陳
述
す
る
︒
個
人
史
が
そ
の
ま

ま
社
会
史
と
い
う
体
験
を
大
胆
に
把
握
し
︑
繊
細

な
感
覚
で
綴
る
︒
同
時
に
︑
不
登
校
の
息
子
と
向

き
合
う
母
と
し
て
の
思
い
も
う
た
わ
れ
る
︒

子
の
短う

歌た

に
子
の
さ
び
し
さ
は
歌
は
れ
て
母

と
し
て
読
め
ば
さ
び
し
く
な
り
ぬ

学
校
に
行
か
な
く
て
も
よ
い
が
勉
強
は
す
べ

し
と
思
ふ

自
由
の
た
め
に

著
者
の
特
殊
な
体
験
を
歌
に
ま
で
昇
華
す
る
の
は
︑

そ
の
思
索
の
深
さ
と
粘
り
強
さ
で
あ
ろ
う
︒

海
暗
く
あ
る
の
み
白
き
灯
台
は
光
の
問
ひ
を

投
げ
つ
づ
け
を
り

﹁
光
の
問
ひ
﹂
に
応
じ
る
よ
う
に
行
為
へ
向
か

う
姿
勢
に
圧
倒
さ
れ
る
︒

(
有
川
知
津
子
︶


