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歌
］
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歩
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春
駒
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「
み
や
ざ
き
神
話
の
ふ
る
さ
と
短
歌
大
会
」
選
者
賞
作
品

  

本
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島
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島
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洋
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会
ひ
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と  
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な
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葉
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言
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い
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な
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け
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な
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て
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な
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音
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な
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上
小
路
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小
路
　
吉
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美
穂

吉
開
　
美
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「
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「
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争
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日
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の
日

ロ
シ
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深
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ロ
シ
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深
き  

知
性
の
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な
り
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性
の
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な
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霧
島
　

霧
島
　
清
水
　
し
づ
子

清
水
　
し
づ
子

＊
短
歌
・
俳
句
の
投
稿
は

　
■
短
歌　
清
水
し
づ
子
さ
ん
（
☎
72

－

５
５
４
６
）

　
■
俳
句　
又
木　
順
子
さ
ん
（
☎
72

－

０
１
５
９
）

う
た
ご
よ
み
に
掲
載
す
る
写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

ま
ち
の
魅
力
を
再
発
見
で
き
る
写
真
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
こ
ち
ら
▶

　

��

総
務
課
秘
書
広
報
係　
☎
72

－

４
５
５
９

問

う
た
ご
よ
み

く

しま
再発見

ま

だ
ま
だ知
らな
い串間がたくさん！

　
生
涯
学
習
課
文
化
係
は
、
日
々
、
さ

ま
ざ
ま
な
お
問
い
合
わ
せ
を
市
民
の
方

か
ら
い
た
だ
き
ま
す
が
、
中
に
は
歴
史

や
文
化
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
を
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
問
い
合

わ
せ
に
対
し
、「
こ
れ
は
こ
う
で
す
！
」

と
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
い

い
の
で
す
が
、
史
資
料
が
残
っ
て
い
な

か
っ
た
り
生
活
に
根
付
い
て
い
る
た
め

に
明
文
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
…
な

か
な
か
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
こ
と
の

方
が
多
い
の
が
現
状
で
す
。
し
か
し
、

市
民
の
方
と
一
緒
に
串
間
の
歴
史
・
文

化
を
発
見
し
学
ん
で
い
く
楽
し
さ
が
あ

り
ま
す
。
今
回
は
、
令
和
３
年
度
に
実

際
に
市
民
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た
お
問

い
合
わ
せ
を
一
部
ご
紹
介
し
ま
す
。
ぜ

ひ
皆
さ
ん
も
、
身
の
回
り
に
あ
る
歴
史

や
文
化
に
つ
い
て
疑
問
に
思
っ
た
こ
と

や
、
ま
た
、
さ
さ
い
な
も
の
で
も
構
い

ま
せ
ん
の
で
、
情
報
な
ど
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
お
気
軽
に
文
化
係
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
①
：
金
谷
地
区
に
あ
る
金
谷
神
社
と

ひ
で
神
様
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム「
望

洋
の
里
」に
隣
接
す
る
祠
は
同
じ
日
に

祭
礼
が
あ
り
ま
す
が
、
何
か
関
係
は
あ

り
ま
す
か
。

答
：
な
ぜ
同
じ
日
に
祭
礼
が
あ
る
の
か

不
明
で
す
が
、
祭
礼
が
旧
暦
10
月
10
日

に
あ
る
と
い
う
理
由
も
謎
で
す
。

　
祠
は
い
っ
た
ん
横
に
お
い
て
、
は
っ

き
り
と
分
か
っ
て
い
る
関
連
は
、
金
谷

神
社
と
ひ
で
神
様
に
共
通
す
る
の
は

「
足あ
し
利か
が
義ぎ

昭し
ょ
う

」で
す
。
義
昭
と
は
、
足
利

三
代
将
軍
義よ
し
満み
つ
の
第
６
子
で
、
将
軍
の

継
承
争
い
に
敗
れ
、
櫛
間
院
地
頭
の
野の

辺べ

盛も
り
仁ひ
と
の
加
護
を
求
め
て
串
間
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。
盛
仁
は
、
義
昭
主
従
を

北
方
永え
い

徳と
く

寺じ

に
て
手
厚
く
保
護
し
た

の
で
す
が
、
一
方
そ
の
行
方
を
厳
し
く

追
及
し
て
い
た
足
利
六
代
将
軍
義よ
し

教の
り

（
義
満
の
第
３
子
）が
所
在
を
突
き
止
め
、

島
津
氏
に
そ
の
討
伐
を
命
じ
た
こ
と
に

よ
り
、
飫
肥
城
を
守
っ
て
い
た
新に
い
納な

忠た
だ

続つ
ぐ
が
永
徳
寺
を
攻
め
ま
し
た
。
つ
い
に

嘉か

吉き
つ
元（
１
４
４
１
）年
３
月
13
日
、
義

昭
は
近
く
の
笑
止
田
で
自
刃
し
、
そ
の

首
は
京
都
に
送
ら
れ
、
ご
遺
体
は
川
に

流
さ
れ
ま
し
た
。
ご
遺
体
が
流
れ
着
い

た
場
所
に
作
ら
れ
た
の
が
ひ
で
神
様
と

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
義
昭
の
死
後
、
怪

異
が
相
次
い
で
起
こ
り
、
人
々
は
義
昭

の
怨
念
だ
と
恐
れ
た
た
め
、
櫛
間
総
奉

行
の
藤
原
直
久
が
祠
を
建
て
た
の
ち
、

祠
と
同
じ
場
所
に
島
津
忠た
だ

朝と
も

に
よ
っ
て

明
応
７（
１
４
９
８
）年
５
月
15
日
に
金

谷
神
社
が
創
建
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

ひ
で
神
様
と
金
谷
神
社
が
義
昭
に

由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か

り
ま
し
た
が
、
祠
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

も
と
も
と
望
洋
の
里
に
は
金
谷
城
が

あ
っ
た
の
で
、
祠
は
金
谷
城
由
来
で
あ

る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。

　
し
か
し
、
義
昭
の
自
刃
の
日
と
金
谷

神
社
創
建
の
日
は
祭
礼
の
日
と
の
関
連

が
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
ら
３
つ
の
施
設
の

関
連
が
不
明
瞭
で
謎
が
深
ま
る
ば
か
り

で
す
。
た
だ
し
、
祭
礼
の
日
と
い
う
の
は

お
そ
ら
く
、金
谷
神
社
は
一
度
明
治
５（
１

８
７
２
）年
に
串
間
神
社
に
合
祀
し
て
お

り
、
近
代
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
は
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
金
谷
神
社
と
ひ
で
神
様
に
関
連

は
あ
り
ま
す
が
、
祠
と
の
関
連
が
見
つ

か
ら
ず
、
祭
礼
は
後
世
に
な
っ
て
始
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

問
②
：
串
間
弁
で「
み
じ
人
」と
は
ど
う

い
う
意
味
で
す
か
。

答
：「
か
わ
い
い
人
」
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。
よ
く
使
わ
れ
る
の
は「
む

じ
ー
」で
す
が
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た

と
こ
ろ「
み
じ
」
と
言
う
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
で
す
。

問
③
：
江
戸
時
代
の
串
間
に
お
い
て
、

伊
勢
参
り
や
旅
行
の
様
子
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

答
：
江
戸
時
代
串
間
で
の
伊
勢
参
り
や

旅
行
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
す
。
理

由
と
し
て
串
間
市
に
は
、
当
時
の
旅
行

の
様
子
を
記
し
た
文
献
史
料
は
少
な
い

た
め
で
す
。
し
か
し
江
戸
時
代
は
、
各

地
に
は
関
所
や
番
所
が
設
置
さ
れ
て
い

た
た
め
人
々
の
移
動
が
制
限
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
を
通
る
た
め
に
は
旅
行
の
許

可
を
得
た
通
行
手
形
が
必
要
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
あ
ま
り
旅
行
を
す
る
機
会

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
状

で
は
唯
一
、
大
正
15（
１
９
２
６
）
年

に
日
本
旅
行
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
石

碑
が
大
平
地
区
の
聖
神
社
内
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
石
碑
に
よ
る
と
、
中
国
地
方

→
四
国
地
方
→
近
畿
地
方
→
高
野
山
→

伊
勢
神
宮
→
皇
居
→
日
光
山
の
旅
順
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
串
間

市
内
で
伊
勢
参
り
お
よ
び
旅
行
に
つ
い

て
明
記
さ
れ
て
い
る
最
古
の
も
の
は
、

前
述
し
た
石
碑
と
な
り
、
江
戸
時
代
の

記
述
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

問
④
：
大
束
に
あ
る「
将
軍
社
」は
記
紀

（
古
事
記
・
日
本
書
紀
）に
伝
え
ら
れ
る

伊い

佐さ

比ひ
の

宿す
く

禰ね

／
五い

十さ

狭ち

茅の

宿す
く

禰ね
（
神
功

皇
后
に
反
乱
を
起
こ
し
た
忍お
し

熊く
ま

の
王

子
・
麛は
や

坂さ
か
の

皇お
う

子じ

に
、
東
国
の
兵
を
率
い

る
将
軍
と
し
て
参
加
し
た
が
、
敗
戦
し

近
江
で
入
水
し
た
）に
関
係
の
あ
る
石

祠
で
す
か
。

答
：
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
現
在

は
農
耕
の
信
仰
が
あ
る
施
設
の
よ
う

で
、
五
十
狭
茅
宿
禰
の
伝
承
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
市
内
の
現
在
確
認
で
き
た

将
軍
社（
将
軍
神
社
、
大
将
軍
社
含
む
）

は
、
12
カ
所（
西
方
木
代
、
塩
町
、
西

方
下
田
口
、
西
神
社
、
上
町
１
丁
目
、

北
方
谷
ノ
口
、
大
束
石
木
田
、
大
束
高

則
、
大
束
大
平
、
北
方
屋
治
、
串
間
神

社
、
市
木
中
福
良
）で
す
。
現
在
も
将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

講こ
う（

講こ
う

と
は
、
同
じ
信
仰
を
も
つ
者

や
職
業
集
団
、
経
済
上
の
相
互
扶
助
を

目
的
と
す
る
人
の
集
ま
り
の
こ
と
）が

残
っ
て
い
る
地
区
も
あ
り
ま
す
。
将
軍

社
の
周
辺
は
田
畑
が
広
が
り
、
農
業
を

共
同
で
行
っ
て
い
た
人
た
ち
の
信
仰
の

表
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
は
五
十
狭
茅

宿
禰
に
関
連
す
る
施
設
で
あ
る
と
は
い

え
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い

こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
か
ら
も
調
べ
て
ま
い
り
ま
す
。

��

生
涯
学
習
課
文
化
係�

☎
55

－

１
１
６
３

問

令
和
３
年
度

歴
史・文
化
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
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