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松
﨑
英
司
歌
集

『
影
も
め
だ
か
﹄

︵
角
川
書
店
︶

第
二
歌
集
︒
十
年
余
の
作
品
四
八
一
首
を
収
め

る
︒
著
者
は
和
食
料
理
の
シ
ェ
フ
と
し
て
経
歴
を

積
ん
で
き
た
︒
当
然
そ
う
し
た
仕
事
関
係
の
歌
が

多
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
が
登
場
し
て
来
る
の
に

は
︑
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
︒
た
だ
自
ら
が
食
べ
た

り
飲
ん
だ
り
す
る
歌
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
大

変
に
禁
欲
的
な
態
度
に
思
え
る
︒

禁
欲
的
な
姿
勢
は
歌
の
詠
み
方
︑
歌
集
の
ま
と

め
方
に
も
表
れ
て
い
る
︒
漢
字
表
記
が
多
く
総
じ

て
具
体
性
に
富
ん
だ
リ
ア
リ
ズ
ム
系
の
歌
が
大
半

を
占
め
る
が
︑
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
ず

か
に
数
首
︒
詞
書
は
全
く
な
い
︒
ま
た
一
字
空
け

が
一
つ
も
な
い
の
は
︑
比
喩
が
少
な
い
の
と
合
わ

せ
て
︑
現
代
短
歌
の
一
傾
向
に
対
す
る
著
者
の
立

場
の
表
明
で
も
あ
ろ
う
か
︒
句
切
れ
の
少
な
い
︑

な
だ
ら
か
な
調
べ
も
ま
た
特
徴
的
で
あ
る
︒

鯛
の
目
を
掌
に
覆
ひ
突
く
出
刃
に
受
く
る
痙

攣
か
な
し
く
も
な
し

料
理
に
は
人
柄
出
づ
る
と
思
ふ
ま
で
夏
の
小

芋
を
ひ
た
す
ら
に
剝
く

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
見
知
ら
ぬ
人
と
乗
る
こ
と

を
拒
み
て
選
ぶ
暗
き
階
段

(
津
金

規
雄
︶

奥
村
知
世
歌
集

『
工
場
﹄

︵
書
肆
侃
侃
房
︶

工
場
と
い
う
︑
女
性
の
少
な
い
現
場
で
働
く
筆

者
が
︑
職
場
や
家
庭
に
お
け
る
自
分
の
姿
を
客
観

的
か
つ
理
知
的
な
筆
致
で
描
い
て
い
る
︒
﹁
安
全

靴
﹂
﹁
防
炎
布
﹂
な
ど
の
具
体
的
な
語
彙
か
ら
浮

か
び
上
が
る
職
場
︑
二
人
の
子
の
母
と
し
て
の
家

庭
︑
ど
ち
ら
も
く
っ
き
り
と
描
か
れ
て
お
り
︑
そ

の
中
に
は
︑
人
々
の
先
入
観
や
決
め
つ
け
に
さ
り

げ
な
く
切
り
込
む
歌
も
多
い
︒

軍
手
に
は
ピ
ン
ク
と
黄
色
と
青
が
あ
り
女
性

の
数
だ
け
置
か
れ
る
ピ
ン
ク

父
親
の
み
﹁
不
存
在
﹂
と
い
う
項
も
あ
り
保

育
申
請
理
由
記
入
書

私
は
こ
の
筆
者
の
的
確
で
無
駄
の
な
い
比
喩
︑

特
に
直
喩
の
豊
か
さ
に
心
惹
か
れ
た
︒
そ
れ
は
時

に
ほ
の
暗
く
︑
死
の
影
を
思
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
︒

動
脈
の
ケ
ー
ブ
ル
の
離
線
完
了
し
看
取
り
の

ご
と
く
軍
手
で
触
れ
る

噴
水
に
子
ど
も
が
次
々
入
り
ゆ
く
夏
に
捧
げ

る
供
物
の
よ
う
に

声
高
な
主
張
で
は
な
く
淡
々
と
現
場
を
描
写
し
︑

鋭
く
切
り
取
る
筆
者
の
ま
な
ざ
し
の
確
か
さ
︒

﹁
職
場
詠
﹂
の
一
言
で
は
括
り
切
れ
な
い
︑
骨
太

で
豊
か
な
歌
集
だ
と
感
じ
た
︒

(
高
橋
み
ど
り
︶

瀬
戸
夏
子
著

『は
つ
な
つ
み
ず
う
み
分
光
器

a
fe
rt
2
0
0
0

現
代
短
歌
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

︵
左
右
社
︶

﹁
歌
集
を
買
っ
て
み
た
い
︑
︵
中
略
︶
こ
の
本

は
そ
ん
な
人
に
向
け
た
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
と
し
て
企

画
さ
れ
た
︵
帯
文
よ
り
︶
﹂
︒
二
〇
〇
〇
年
以
降
に

発
刊
さ
れ
た
歌
集
五
十
五
冊
に
つ
い
て
︑
代
表
歌

を
挙
げ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
︒
個
々
の
歌
の
解

説
が
詳
細
で
説
得
力
が
あ
る
︒

吉
川
宏
志
の
﹃
夜
光
﹄
の
項
に
お
い
て
︿
死
ぬ

こ
と
を
考
え
な
が
ら
人
は
死
ぬ
茄
子
の
花
咲
く
し

ず
か
な
日
照
り
﹀
に
対
し
て
︑
高
野
公
彦
の
︿
少

年
の
わ
が
身し

ん

熱ね
つ

を
か
な
し
む
に
あ
ん
ず
の
花
は
夜

も
咲ひ

ら

き
を
り
﹀
を
引
き
︑
上
句
の
︿
情
﹀
＋

下
句

の
︿
景
﹀
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
論
じ
る
︒

ま
た
︑
歌
集
の
意
義
に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
も
挟

ま
れ
て
お
り
︑
﹁
第
一
歌
集
を
出
し
て
い
な
い
と

歌
人
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
多
い
﹂
と
著

者
は
歌
集
出
版
を
推
し
て
い
る
︒

﹁
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
﹃
う
た
の
日
﹄
な
ど

互
選
多
数
決
型
の
短
歌
投
稿
サ
イ
ト
が
生
ま
れ
︑

盛
況
で
あ
る
﹂
︑
﹁
一
方
︑
︵
雑
誌
内
の
︶
穂
村
弘

の
﹃
短
歌
く
だ
さ
い
﹄
か
ら
次
々
と
歌
集
デ
ビ
ュ

ー
す
る
歌
人
が
い
る
﹂
と
瀬
戸
は
指
摘
す
る
︒
短

歌
も
ど
ん
ど
ん
と
多
様
化
し
て
ゆ
く
の
だ
と
感
じ

た
︒

(
伊
藤

祐
楓
︶


