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ん
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ひ
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い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
　
純
子

じ
っ
と
手
を
見
て
い
た
啄
木
さ
ん

そ
の
手
の
ひ
ら
の
中
に

26
年
の
自
分
の
寿
命
は

見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か

内
な
る
宇
宙
に
向
か
い
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そ
こ
か
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そ
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手
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そ
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手
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掴
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そ
の
手
で
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げ
る

そ
の
手
で
遊
ぶ

子
供
の
頃
の
遊
び
を

今
も
続
け
て
い
る

む
す
ん
で

ひ
ら
い
て

さ
て

何
処
で

手
を
打
と
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◎選評　　斎藤正敏
　子供の頃の遊びを今も続けていることに気付く事がある。ままにならない人生だがさて何処
で手を打とう。生きる課題が山積する中で。
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「
・
・
歴
史
を
告
げ
る
ひ
め
は

る
ぜ
み
よ
・
・
」
と
鶴
枝
小
校
歌

３
番
の
一
節
に
は
、
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ

ミ
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
鶴
枝

小
が
八
幡
山
に
隣
接
し
て
い
た
か

ら
で
す
ね
。
そ
の
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ

は
、
１
９
４
１
年
に
、
国
指
定
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

学
名
のEuterpnosia chibensis

のchibensis

は
千
葉
産
と
い
う

意
味
で
、
鶴
枝
の
八
幡
山
で
採
集

さ
れ
た
標
本
か
ら
命
名
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
。
鶴
枝
ヒ
メ
ハ
ル

ゼ
ミ
の
研
究
家
千
葉
東
彌
氏
に
よ

り
ま
す
と
、
こ
の
セ
ミ
の
発
見
者

は
長
生
高
校
の
前
身
、
大
成
館
の

博
物
学
の
林
壽
祐
先
生
で
す
。
１

９
０
３
年
に
林
先
生
は
、
蝉
の
標

本
を
岐
阜
県
の
名
和
昆
虫
研
究
所

に
送
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
標

本
は
そ
こ
を
経
由
し
、
北
海
道
大

学
の
前
身
の
東
北
帝
国
大
学
の
松

村
博
士
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
１
９

１
７
年
出
版
の
日
本
産
セ
ミ
類
に

関
す
る
論
文
に
、
博
士
は
新
種
と

し
て
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ
は
南
方
系
の
セ

ミ
で
、
シ
イ
、
カ
シ
な
ど
の
照
葉

樹
の
森
に
棲
息
し
て
い
ま
す
。
狭

い
範
囲
に
分
布
す
る
の
で
、
近
く

に
そ
の
よ
う
な
森
が
あ
っ
て
も
棲

息
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

八
幡
山
の
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ
の
成
虫

は
７
月
始
め
頃
か
ら
鳴
き
始
め
、

１
週
間
も
す
る
と
鳴
く
個
体
数
も

増
え
、
一
斉
に
鳴
く
声
は
非
常
に

煩
く
、
鶴
枝
小
の
旧
校
舎
で
あ
っ

た
時
の
授
業
で
は
中
断
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
と
か
。
鳴
き
声
が
大
き

い
こ
と
か
ら
地
元
で
は
大
ゼ
ミ
と

も
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
筆
者

の
い
す
み
市
に
も
棲
息
地
が
あ
り
、

一
斉
に
鳴
い
て
い
る
の
を
聞
い
た

の
で
す
が
、
や
は
り
非
常
に
煩
か

っ
た
で
す
。

　
八
幡
山
の
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ
は
、

ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ
保
護
協
議
会
、
守

り
隊
、
愛
好
家
、
鶴
枝
小
の
児
童
、

地
元
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
地
道
な

調
査
、
保
護
活
動
を
行
っ
て
き
て

い
ま
す
が
、
昔
と
比
べ
る
と
個
体

数
が
減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
心
配
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
豊
か
に
見
え
る
森
も
シ
イ
、

カ
シ
な
ど
の
老
木
化
や
そ
れ
ら
の

樹
木
に
寄
生
す
る
虫
に
よ
る
被

害
、
竹
の
繁
茂
、
林
床
の
乾
燥

化
、
調
査
観
察
な
ど
に
よ
る
踏
み

固
め
に
よ
る
硬
化
、
植
物
相
の
変

化
な
ど
が
専
門
家
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
す
。
今
後
、
そ
う

な
ら
な
い
た
め
に
も
早
め
に
対
策

を
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

茂
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影
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尾
崎
　
煙
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す
けな
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う
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