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■
「
表
現
者
へ
の
回
帰
」
記
念
講
演

　

歌
人
に
と
っ
て
、
歌
を
詠
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
、
そ
の
魅
力
の
根
源
に
触
れ
、
短
歌
の
持
つ
普
遍

的
な
文
学
性
に
つ
い
て
模
索
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の

こ
れ
か
ら
の
創
作
活
動
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
今
回

の
講
演
の
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。
講
師
に
お
迎
え
す
る

の
は
、
南
阿
蘇
を
拠
点
に
創
作
活
動
を
続
け
ら
れ
て
い

る
清
田
由
井
子
氏
で
す
。

　

私
た
ち
は
短
歌
を
通
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
を
詠

み
、
社
会
を
詠
み
、
そ
し
て
人
々
に
訴
え
て
い
く
試
み

を
常
に
心
の
片
隅
に
意
識
し
な
が
ら
歌
作
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
歌
そ
の
も
の
に
感
動

が
な
け
れ
ば
、
読
者
の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
短
歌
の
持
つ
本
来
の
魅
力
、
人
間
の
奥
処
の
叫

び
を
表
現
す
る
こ
と
、
原
点
に
立
ち
返
っ
た
歌
作
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
発
見
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

■　

ゆ
っ
た
り
と
し
た
環
境
で

　

前
回
、
６
年
前
の
近
県
集
会
は
阿
蘇
で
開
き
ま
し
た

が
、
今
回
は
交
通
の
利
便
の
良
い
熊
本
市
で
開
催
し
ま

す
。
ま
た
、
会
場
の
周
辺
に
は
水
前
寺
公
園
、
熊
本
近

代
文
学
館
、
熊
本
県
立
図
書
館
、
江
津
湖
公
園
が
あ
り
、

県
外
か
ら
参
加
さ
れ
る
方
に
も
き
っ
と
喜
ん
で
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

菊
池
恵
楓
園
の
歌
人
た
ち　
１

熊
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
国
立
療
養
所
・
菊
池

恵
楓
園(

檜
の
影
短
歌
会)

で
活
動
し
た

歌
人
の
秀
歌
で
す
。
選
歌
（
寺
内
實
）

伊
藤　
　

保　

朝
あ
さ
に
靄
た
ち
は
る
る
裏
山
に
も
ゆ
る

檪
の
花
ち
か
く
見
ゆ

砂
庭
に
今
朝
流
れ
ゐ
る
雪
解
み
づ
杉
菜
の

芽
立
ち
押
し
浸
し
ゆ
く

を
さ
な
子
の
浴
衣
を
解
き
て
つ
ぎ
足
し
し

赤
い
ろ
滲
む
繃
帯
を
巻
く(

戦
時
中)

戦
争
に
力
か
さ
ざ
り
し
と
は
何
を
言
ふ
木

の
葉
を
繃
帯
に
巻
き
堪
え
て
来
に
し
を

響と
よ
もし

て
地
震
す
ぐ
る
と
き
標
本
壜
に
嬰
児

ら
揺
る
る
な
か
の
亡
き
吾
子

子
を
ふ
た
り
堕
ろ
し
き
て
な
ほ
も
豊
か
な

る
項
は
す
が
し
わ
が
前
に
顫
ふ

茗
荷
の
葉
に
の
ぼ
り
し
螢
は
た
ち
ゆ
き
ぬ

妻
の
怒
り
て
な
げ
う
ち
し
螢

汗
い
で
ず
膚
は
だ
え

痺
れ
て
ゆ
く
妻
の
身
を
か
き

む
し
る
を
抱
き
て
泣
き
ぬ

つ
い
に
無
処
置
と
な
り
て
い
く
と
せ
病
め

る
身
の
唇
縫
ひ
あ
げ
飯
食
ま
む
と
す

厳
し
か
る
世
に
苦
し
み
て
生
き
る
身
を
男
の

こ
の
匂
ひ
も
無
き
と
妻
言
ふ

吾
子
を
堕
ろ
し
し
妻
の
か
な
し
き
胎
盤
を
埋

め
む
と
き
て
極
り
て
嘗
む

檜
の
山
の
苔
の
し
め
り
に
山
蛙
こ
と
し
も
生

れ
て
こ
ゑ
を
震
は
す

う
つ
し
ゑ
を
父
が
送
る
と
言
ひ
来
し
が
ま
な

こ
見
え
ね
ば
断
り
に
け
り

松
の
木
を
吹
き
ゆ
く
風
に
き
き
入
れ
ば
折
々

に
音
の
異
な
れ
る
か
も

電
燈
の
光
か
そ
か
に
眼
に
入
れ
ば
今
宵
の
我

の
心
明
る
む

寝
返
り
を
す
で
に
な
し
得
ず
痩
せ
は
て
し
友

の
自
殺
未
遂
は
い
た
ま
し
か
り
き

日
時
計
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
探
り
来
て
歩
み

を
か
へ
す
夕
つ
日
の
中

病
み
こ
や
る
身
も
下
駄
と
足
袋
と
と
の
へ
て

新
し
き
歳
向
か
へ
む
と
す
も

弟
が
妻
め
と
れ
る
を
人
づ
て
に
聞
き
て
知
り

た
り
病
む
兄
我
れ
は

胸
に
打
ち
し
注
射
の
い
た
み
残
り
ゐ
て
我
生

き
て
あ
り
か
た
じ
け
な
け
れ
享
年
六
九
才
。

　

■　

清
田
由
井
子
氏
に
期
待
し
ま
す
①

　

近
県
集
会
で
講
演
し
て
い
た
だ
く
清
田
由
井
子
氏
は

公
民
館
で
短
歌
講
座
の
講
師
を
さ
れ
、
私
も
学
ん
で
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
清
田
先
生
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
清
田
先
生
は
雄
大
な
阿
蘇
に
生
ま
れ
、
そ
の
地
を

棲
み
処
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
然
の
中
に

身
を
置
き
つ
つ
、
裡
な
る
慟
哭
と
も
い
え
る
叫
び
を
野

辺
の
自
然
に
重
ね
た
作
品
は
美
し
く
、
時
に
荒
々
し
く

迫
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時
、
歌
は
感
動
し
て
こ
そ
歌
と

な
り
え
る
と
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
清
田
先
生
の
歌
は
一

見
す
る
と
自
然
詠
の
よ
う
で
す
が
、
実
は
人
間
の
業
を

三
十
一
文
字
に
凝
縮
さ
せ
、
自
然
の
形
を
借
り
て
そ
の

輪
郭
を
顕
し
て
く
る
の
で
す
。

　

私
は
リ
ア
リ
ズ
ム
短
歌
を
歌
お
う
と
す
る
と
き
、
人

間
の
業
と
常
に
つ
な
が
っ
た
作
品
で
な
け
れ
ば
現
実
世

界
の
生
き
様
や
苦
悩
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

ひ
い
て
は
「
ス
ロ
ー
ガ
ン
短
歌
か
ら
の
決
別
」
へ
の
ヒ

ン
ト
を
発
見
で
き
る
の
で
は
な
い
の
か
、
先
生
の
お
話

に
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。（
大
畑
靖
夫
）

新
日
本
歌
人
協
会
第
五
十
三
回

九
州
・
山
口
近
県
集
会 in 

熊
本

実
行
委
員
会
新
聞

　清田由井子氏の主な歌集・歌論書

 「歌は志の之くところ」　ながらみ書房 -- 2016

 「歌集　古緋」　　　　　角川学芸出版 -- 2014

 「歌集　耿」　　　　　　角川書店 -- 2011

 「歌集　讃花」　　　　　雁書館 -- 1994

 「歌集　夢やむらさき」　雁書館 -- 1988

 「歌集　草峠」　　　　　雁書館 -- 1983

二
〇
一
九
年
三
月
十
日
号

熊
本
支
部

の
サ
イ
ト

は
こ
ち
ら



　
　
　
　
　
　
　
（
支
部
機
関
誌
「
短
歌
あ
ご
ら
」
一
号
よ
り
二
首
）

百
年
の
隔
離
の
庭
に
立
ち
て
き
し
桜
い
つ
し
か
大
樹
と
な
れ
り

ふ
る
さ
と
に
帰
れ
ず
ね
む
る
三
千
余
人
納
骨
堂
に
花
散
り
や
ま
ず

　　

近
県
集
会
の
実
行
委
員
長
を
務
め
ら
れ
る
國
宗
黎
さ
ん
は
、
熊
本
市

支
部
の
立
ち
上
げ
に
尽
力
さ
れ
、
前
身
で
あ
る
年
金
者
短
歌
サ
ー
ク
ル

寺
内
實
さ
ん

の
創
立
者
で
も
あ
り
ま
す
。
薔
薇

作
り
の
名
人
で
、
自
然
に
対
す
る

視
点
が
鋭
く
、
花
を
詠
ん
だ
作
品

も
多
く
あ
り
ま
す
。
い
つ
も
穏
や

か
な
表
情
で
、
歌
会
の
雰
囲
気
を

和
ま
せ
て
下
さ
い
ま
す
。

実
行
委
員
の
ご
紹
介　　
　
（
文　

大
畑
靖
夫
）

　

短
歌
を
知
り
尽
く
し
た
、
押
し

も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
歌
人
で
す
。
歌

歴
も
長
く
、
定
例
歌
会
で
は
、
誤

用
や
、
文
法
の
誤
り
も
的
確
に
指

摘
、
心
強
い
お
師
匠
さ
ん
的
な
存

在
で
す
。
社
会
の
不
条
理
を
鮮
明

に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、か
つ
洗
練
さ
れ
た
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
も
っ

た
作
品
は
新
鮮
で
す
。
一
泊
二
日
の
小
旅
行
で
１
０
０
首
、
一
晩
に

５
０
首
も
作
る
短
歌
の
超
人
で
す
。
近
県
集
会
で
は
、
実
作
を
通
し
て

歌
会
を
リ
ー
ド
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
支
部
機
関
誌
「
短
歌
あ
ご
ら
」
四
号
よ
り
二
首
）

メ
メ
ン
ト
モ
リ
メ
メ
ン
ト
モ
リ
と
唱
え
つ
つ
今
日
ま
た
読
み
ぬ
い
の
ち

の
一
首

羽
ば
た
い
て
ひ
と
ひ
ら
の
歌
と
な
る
鳥
よ
眩
し
き
朝
の
ひ
か
り
を
昇
れ

國
宗
黎
さ
ん

今回もやります歌人の

ための大
・

・
・

・

交流会

　

近
県
集
会
で
も
っ
と
も
盛
り
上
が
る
の
が
交
流

会
で
す
。
が
、
今
回
も
熊
本
で
は
、
短
歌
と
正
面

か
ら
対
峙
し
た
交
流
会
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
各

県
代
表
の
出
し
物
に
つ
い
て
は
、「
短
歌
」
と
い
う

共
通
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
内
容
に
な
る
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

朗
読
、
輪
読
、
映
像
、
創
作
劇
、
歌
会
の
紹
介
、

表
現
方
法
も
自
由
で
す
。
制
限
時
間
は
一
〇
分
、

短
歌
を
究
め
、
短
歌
に
ど
っ
ぷ
り
浸
る
交
流
会
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
成
功
す
る
の
か
、
企

画
倒
れ
に
な
る
の
か
、
鍵
は

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。

自
由
な
発
想
で
、
あ

な
た
の
支
部
・
個
人

の
短
歌
に
対
す
る
意

気
込
み
を
表
現
し

て
下
さ
い
。
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春
宵
合
評
会
の
ご
案
内 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
日
夜

　

今
回
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
で
の
二
次

会
を
兼
ね
た
真
面
目
な
即
詠
歌
の
合
評
会
を
開
き

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
由
参
加
で
、
参
加
さ
れ
な

か
っ
た
方
に
も
即
詠
会
詠
草
集
を
お
配
り
し
ま
す
。

春
の
宵
を
惜
し
み
、
自
由
闊
達
な
歌
論
を
繰
り
広

げ
ま
し
ょ
う
。

　

＊
吟
行
会
参
加
の
方
は
、
ご
希
望
の
場
所
へ
の

送
迎
を
し
ま
す
。
ホ
テ
ル
の
周
辺
の
散
策
も
可
能

で
す
。

■　

熊
本
支
部
の
ご
紹
介

　

新
日
本
歌
人
協
会
熊
本
支
部
は
、
毎
月
第

三
日
曜
日
（
月
に
よ
っ
て
変
更
有
り
）
の
午

後
、
定
例
歌
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
十
一

名
の
参
加
で
、
一
人
あ
た
り
三
首
か
ら
八
首

の
詠
草
を
提
出
、
無
記
名
の
詠
草
集
か
ら
順

番
に
参
加
者
で
鑑
賞
・
批
評
し
て
い
き
ま
す
。

二
〇
〇
三
年
十
二
月
か
ら
現
在
ま
で
、
休

み
無
く
開
催
し
、
二
〇
一
九
年
二
月
現
在
、

一
六
五
回
目
の
歌
会
を
迎
え
ま
し
た
。

　

熊
本
支
部
の
特
徴
は
、
歌
歴
の
長
い
熟
練

し
た
歌
人
と
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
初
心
者
と
、
互

い
に
刺
激
し
合
っ
て
、
常
に
真
剣
に
歌
会
に

臨
ん
で
い
る
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
単
に
短
歌

の
習
得
で
は
な
く
、
歌
を
通
し
て
自
分
の
内

な
る
思
い
を
ど
う
表
現
し
て
い
く
の
か
、
表

現
者
と
し
て
切
磋
琢
磨
に
励
ん
で
い
る
こ
と

が
、
歌
会
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
ま
た
、
少
な
く
な
い
メ
ン
バ
ー

が
、
支
部
の
例
会
だ
け
で
な
く
、
個
々
に
別

の
短
歌
教
室
に
も
通
っ
て
、
良
い
も
の
は
す

べ
て
習
得
す
る
と
い
う
努
力
が
、
作
品
の
質

の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

熊本支部の定例歌会

■
即
詠
会
の
ご
案
内

講
演
会
終
了
後
、
近
く
の
散
策
ス
ポ
ッ

ト
を
ご
案
内
し
ま
す
。

Ａ
コ
ー
ス　
水
前
寺
成
趣
園

桃
山
式
の
回
遊
庭
園
。
寛
永
九
年

（1632

年
）、
肥
後
細
川
初
代
藩
主
・

細
川
忠
利
公
が
御
茶
屋
を
置
い
た
と
こ

ろ
で
、
そ
の
後
、
三
代
目
藩
主
網
利
公
）

の
と
き
に
庭
園
が
完
成
し
、
中
国
・
東

晋
時
代
の
詩
人
陶
淵
明
の
詩
「
帰
去
来

の
辞
」
に
因
み
、
成
趣
園
と
名
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
東
海
道
五
十
三
次
を
模
し

た
と
い
わ
れ
る
庭
園
に
は
、
湖
に
見
立

て
た
池
が
配
さ
れ
、
ゆ
る
や
か
な
起
伏

の
築
山
と
と
も
に
、
庭
園
美
を
楽
し
め

ま
す
。

Ｂ
コ
ー
ス　
く
ま
も
と
文
学
・
歴

　
　
　
　
　
史
館
と
上
江
津
湖

俳
人
中
村
貞
女
、
安
永
蕗
子
が
多
く
の

作
品
を
育
ん
だ
だ
江
津
湖
。
く
ま
も
と

文
学
・
歴
史
館
に
は
小
泉
八
雲
や
夏
目

漱
石
な
ど
熊
本
ゆ
か
り
の
文
学
者
の
原

稿
や
遺
品
な
ど
の
近
代
文
学
資
料
に
加

え
、
熊
本
県
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
江

戸
時
代
の
熊
本
藩
の
検
地
帳
や
絵
図
、

人
吉
藩
主
相
良
氏
の
古
文
書
、
明
治

時
代
の
県
関
係
公
文
書
な
ど
熊
本

に
伝
わ
る
貴
重
な
「
本
物
」
の
歴

史
資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。


