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展

望

読
む
こ
と
と
詠
む
こ
と

斎
藤
美
衣

現
代
歌
人
協
会
の
公
開
講
座
に
参
加
し
た
︒
今
年

の
テ
ー
マ
は
︑
﹁
現
代
歌
人
協
会
賞
受
賞
歌
集
を
読

む
﹂
︒
初
回
の
四
月
は
吉
川
宏
志
﹃
青
蝉
﹄
を
石
川

美
南
が
︑
二
回
目
の
五
月
は
︑
大
滝
和
子
﹃
銀
河
を

産
ん
だ
よ
う
に
﹄
を
佐
藤
弓
生
が
解
説
し
た
︒

一
首
を
前
に
し
て
︑
優
れ
た
読
み
手
が
丁
寧
に
そ

の
歌
を
読
み
解
く
︒
普
段
ど
の
よ
う
に
一
首
を
読
ん

で
い
る
か
の
過
程
を
︑
聞
き
手
に
開
示
し
て
く
れ
て

い
る
よ
う
だ
︒
以
前
東
京
歌
会
で
︑
高
野
公
彦
が

﹁
歌
会
で
は
︑
自
分
の
歌
が
ど
う
批
評
さ
れ
た
か
で

は
な
く
︑
他
の
人
の
歌
に
他
の
人
が
ど
う
批
評
す
る

か
を
よ
く
聞
く
と
よ
い
﹂
と
発
言
し
た
こ
と
が
あ
り
︑

こ
の
言
葉
は
批
評
会
や
歌
会
に
参
加
す
る
と
き
の
わ

た
し
の
指
針
で
あ
り
続
け
て
い
る
︒

先
日
の
﹁
大
滝
和
子
﹃
銀
河
を
産
ん
だ
よ
う
に
﹄

を
読
む
﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
な
読
み
が
示
さ
れ
て
い

た
︒

サ
ン
ダ
ル
の
青
踏
み
し
め
て
立
つ
わ
た
し
銀
河

を
産
ん
だ
よ
う
に
涼
し
い

大
滝
和
子
﹃
銀
河
を
産
ん
だ
よ
う
に
﹄

視
点
が
遠
く
に
行
っ
た
り
︑
近
く
に
行
っ
た
り
す

る
歌
の
作
り
で
あ
る
︒
遠
い
の
に
身
体
に
近
い
感
覚

が
あ
る
︒

収
穫
祭

稜
線
ち
か
く
降
り
立
ち
て

b
e
-

tw
e
e
n
や

u
p
や

a
w
a
y
を
摘
め
り

こ
こ
で
出
て
く
る
英
単
語
は
一
つ
で
意
味
が
成
立

す
る
名
詞
で
は
な
く
︑
自
立
し
て
い
な
い
言
葉
で
あ

る
︒
そ
ん
な
自
立
し
て
い
な
い
言
葉
へ
の
関
心
が
あ

り
︑
そ
こ
に
詩
が
あ
る
︒

優
れ
た
読
み
を
聞
く
と
︑
自
分
の
読
み
が
ぐ
ん
と

広
が
る
︒
読
み
手
と
し
て
の
幅
や
リ
テ
ラ
シ
ー
が
向

上
す
れ
ば
︑
歌
集
を
読
む
時
間
や
行
為
は
よ
り
豊
か

な
も
の
と
な
る
︒

吉
川
宏
志
は
︑
短
歌
時
評
集
﹃
読
み
と
他
者
﹄
の

中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

﹁
小
高
は
︑
現
在
の
批
評
が
︑
好
悪
に
偏
り
︑
内

部
に
閉
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
そ
れ
を

脱
す
る
に
は
︑
過
去
の
作
品
の
比
較
や
︑
他
の
ジ
ャ

ン
ル
と
の
比
較
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ

う
し
た
姿
勢
を
﹃
公
共
性
の
自
覚
﹄
と
呼
び
︑
個
人

の
好
み
だ
け
を
大
切
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
も
っ
と

広
い
視
野
か
ら
短
歌
を
と
ら
え
︑
考
え
方
の
違
う
も

の
ど
う
し
で
︑
活
発
に
議
論
を
戦
わ
せ
る
べ
き
だ
と

主
張
し
た
﹂

日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す

道
ば
た
で
ぐ

ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
雪
に
手
を
さ
し
入
れ
る

永
井
祐
﹃
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
﹄

こ
の
一
首
に
つ
い
て
︑
絶
望
感
の
中
で
あ
え
て

﹁
た
の
し
く
暮
ら
す
﹂
と
言
わ
ね
ば
生
き
ら
れ
な
い

若
者
の
姿
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
歌
を
評
価
す

る
傾
向
に
︑
小
高
賢
は
疑
念
を
述
べ
た
と
い
う
︒

二
年
半
前
か
ら
︑
仲
間
内
で
月
に
一
度
歌
集
の
読

書
会
を
行
な
っ
て
い
る
︒
先
日
の
読
書
会
で
こ
の
歌

が
話
題
に
な
っ
た
︒

ひ
と
つ
蝶
二
つ
に
割
れ
て
ふ
た
つ
蝶
六
つ
に
わ

れ
て
仏
間
し
づ
け
し

有
川
知
津
子
﹃
ボ
ト
ル
シ
ッ
プ
﹄

蝶
が
二
つ
に
割
れ
︑
そ
れ
が
今
度
は
六
つ
に
割
れ

る
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
い
う
議
論
が

あ
っ
た
︒
子
孫
が
累
々
と
増
え
て
い
く
さ
ま
︑
蝶
の

羽
の
模
様
か
ら
蝶
が
増
え
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
な
ど

の
意
見
が
あ
っ
た
︒
読
み
の
な
か
で
立
ち
止
ま
る
箇

所
の
違
い
︑
着
眼
点
の
違
い
を
感
じ
た
︒

わ
た
し
が
心
に
ず
っ
と
留
め
て
い
る
よ
い
歌
を
作

る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
︑
﹁
よ
い
歌
集
を
た
く
さ

ん
読
む
こ
と
﹂
だ
︒
わ
た
し
は
そ
れ
に
加
え
て
﹁
よ

い
読
み
を
た
く
さ
ん
聞
く
こ
と
﹂
を
挙
げ
た
い
︒
よ

い
歌
を
作
る
た
め
に
は
自
分
の
歌
の
土
壌
を
育
て
ね

ば
な
ら
な
い
︒
読
み
と
詠
み
は
︑
両
輪
の
よ
う
な
関

係
な
の
だ
︒


