
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

願  い

のの 
８ 

秋 の 短 歌 大 会 

短歌の世界に入って、初めは 5・7・5・7・7と並べるだけで精一杯でした。

ありのままに情景を詠み、そこに気持ちを表現すればいいです。ところが

木下先生の講義によると、上手になるとその句の歌の裏に込められた制作

者の気持ちを読み取る面白さ、心地よいリズムで季節に秘められた言葉の

美しい日本語を守って文化の発展にしたいと先生は教えながらいつも言

葉の深さを感じさせる講義をなさる。受講生が 40~50名います。自分の作

品は徹底的に推敲吟味する。ちよっとした言葉遣いにも注意してメモする

ように。大島史洋先生の講和で河野裕子の生涯の短歌の流れを講和され

た。死の直前の短歌「手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りな

いこの世の息が」私の心に（息が足りないこの世のいきが）何とすごい表

現と心の奥深くしみわたった。拙い私が皆さんの短歌を批判致したこと、

深くお詫び申しあげます。 

               撮影・平成 28年 10月 9日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

雷
鳴
に
負
け
じ
と
ひ
び
く
蝉
の
声 

命
の
限
り
を
思
い
鳴
く
の
か 

高
点
歌
唱
賞 

 

植
木
一
江 

餓
ゑ
を
知
る
今
も
直
ら
ぬ
夫
の
癖 

明
日
の
た
め
に
と
一
口
残
す 

  

高
点
歌
賞 

 

植
木
洋
子 

義
姉
妹
で
そ
ろ
っ
て
賞
い
た
だ
く
な
ん
て
、
な

ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
雷
な
り
に

負
け
じ
と
啼
く
蝉
を
考
え
る
と
哀
れ
を
ヒ
シ

ヒ
シ
と
感
じ
る
。  

一
江
さ
ん 

 

戦
災
の
飢
え
を
肌
に
焼
き
付
け
て
の
生
涯
を

お
く
る
。
後
世
に
伝
え
て
お
き
た
い
あ
の
苦

し
さ 

 
 

洋
子
さ
ん 

講
師 

大
島
史
洋
先
生
は
岐
阜
県
中
津

川
市
の
昭
和
十
九
年
生
ま
れ
、
早
稲
田
大

学
卒
業
、
短
歌
で
若
山
牧
水
賞
、
迢
空
賞

（
短
歌
会
で
最
も
権
威
あ
る
）
を
取
る
。

父
親
が
短
歌
を
や
っ
て
い
た
の
で
そ
の

影
響
で
短
歌
の
道
に
入
る
。
郷
里
に
帰
り

松
本
城
を
見
る
と
、
な
ん
と
素
晴
ら
し
く

凛
と
し
た
お
城
だ
と
思
う
。
御
年
も
七
十

歳
を
過
ぎ
て
も
二
年
毎
に
同
窓
会
を
や

ろ
う
と
旧
友
た
ち
が
迫
る
。
短
歌
は
正
岡

子
規
か
ら
入
り
先
生
は
川
の
中
を
流
れ

に
、
し
い
た
げ
ら
れ
浸
か
っ
て
い
る
自
転

車
の
流
れ
て
く
る
さ
ま
の
歌
が
多
い
。
大

島
先
生
の
「
神
田
川
潮
で
引
く
頃
自
転
車

が
泥
の
中
よ
り
半
身
出
す
」 

以
前
穂
高

先
生
が
堤
防
の
所
に
投
げ
捨
て
ら
れ
て

あ
っ
た
自
転
車
の
写
真
を
見
て
、
文
を
作

っ
た
時
の
素
晴
ら
し
さ
を
思
い
出
し
ま

し
た
。 

区 長  青 木 克 德 の 挨 拶 

葛
飾
区
長
さ
ん
の
お
話
で
は
、
今
、

区
内
に
は
文
化
活
動
が
十
八
個
も

あ
る
。
そ
れ
ら
を
盛
り
上
げ
て
る
の

は
皆
さ
ん
で
す
。
区
内
に
は
最
高
齢

が
一
一

O

才
で
一
〇
〇
歳
以
上
が

一
六
〇
人
。
健
康
だ
か
ら
活
動
が
出

来
る
こ
と
で
す
。
体
力
、
頭
脳
、
生
き

が
い
を
持
ち
一
〇
〇
歳
を
超
え
る
ま

で
楽
し
ん
で
短
歌
を
続
け
て
下
さ
い 



高点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人
気
な
き
野
辺
に
て
あ
れ
ば
鮮
や
け

し 鴨
跖
草

つ

ゆ

く

さ

の
あ
を
犬
蓼

い
ぬ
た
て

の
紅 

「高
点
歌
賞 

 

廿
楽
百
合
子 

玉音を聞きし日のごと蝉しぐれ 

耳にし天皇のお言葉を聞く 

    木下孝一先生 

私
の
短
歌
に
何
人
か
の
人

が
投
票
し
て
下
さ
り
、
感

謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
壇
上
に
賞
状
を
頂
き

に
行
く
の
は
嬉
し
い
こ
と
で

す
が
、
と
て
も
恥
ず
か
し
い

で
す
と
話
し
て
下
さ
っ
た 

廿
楽
百
合
子
さ
ん 

     

写
真
右
側
は
弭
間
正
記
さ
ん
、
銀
行
員

で
退
職
後
も
居
心
地
が
よ
く
そ
こ
で
十
年

を
過
ご
す
。
短
歌
の
講
習
会
に
参
加
し
た

時
、
村
田
さ
ん
に
、
立
派
に
表
現
で
き
る

か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
と
勧
め
ら
れ
て

入
る
。
左
側
の
八
木
政
太
郎
さ
ん
は
今
年

の
講
師
賞
は
外
ず
し
て
し
ま
っ
た
が
、
唸
る

よ
う
な
良
い
歌
を
い
つ
も
つ
く
る
。
気
心
の

合
う
仲
間
同
士
で
あ
る
。 

イ
ケ
メ
ン
の 

介
護
士
に
向
け
る 

母
の
目
に 

吾
に
は
見
せ
ぬ 

潤
い
を
見
る 

高
点
歌
賞 

西
川
芳
子 

歳
月
は 

迷
ひ
人
の
ご
と 

キ
ャ
ン
パ
ス
の 

け
や
き
の
下
に 

わ
れ
を
立
た
し
む 

講
師
賞 

吉
田
久
枝 

旭
川
の 

空
射
る
ご
と
き 

一
筋
の 

信
号
の
な
き 

白
き
道
行
く 

講
師
賞 

高
点
歌
賞 

伊
藤
志
津
子 

今
日
の
短
歌
大
会
で
一
番
良
く
で
き
た
講
師
賞

と
大
島
先
生
が
褒
め
ら
れ
て
い
た
吉
田
久
枝
。 
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点
滴
の 

車
を
押
し
て 

廊
下
行
く 

見
舞
い
の
夫 つ

ま

を 

見
送
る
た
め
に 

講
師
賞 

高
点
歌
賞 

 
 

 

田
中
弘
子 

 

靖
国
の
み
霊
よ
容 ゆ

る

せ
兵
不
合
格
の 

吾
す
こ
や
か
に
九
十
一
歳 

講
師
賞
と
高
点
歌
賞 

斎
藤
紫
郎 

欲
張
ら
ぬ 

余
生
と
き
め
て 

波
立
て
ず 

と
は
言
え
少
し 

お
も
し
ろ
く
な
し 

「講
師
賞
・高
点
歌
賞
」 

宮
田
昌
武 

二
重
に
賞
を
得
ら
れ
て
本
当
に

嬉
し
い
で
す
。
早
く
夫
に
自
慢
し

た
い
で
す
ね
。
自
慢
す
る
よ
り
も

感
謝
と
優
し
さ
の
深
さ
を
得
ら

れ
、
宝
石
よ
り
も
重
く
輝
い
て
い

ま
す
、
と
の
ろ
け
て
答
え
て
く
だ

さ
っ
た
。  

 
 

 

田
中
さ
ん 

歌
集
を
常
に
読
ん
で
感

動
し
た
も
の
は
頭
に
入

れ
て
、
い
つ
か
そ
れ
ら
を

表
現
で
き
た
ら
い
い
な

ぁ
、
理
解
の
出
来
な
い

も
の
は
調
べ
る
が
そ
れ

で
も
解
ら
な
い
時
は
読

み
流
し
て
し
ま
う
と
語

っ
て
下
さ
つ
た
、
大
島

先
生
の
御
本
を
三
冊

も
お
読
み
な
さ
っ
た
と

言
う
。
け
ど
秋
山
さ
ん

に
褒

め
ら

れ

て
も

ね
・・・・・？ 

と
勉
強
家
の
安
部

さ
ん
、
に
こ
や
か
に
微

笑
な
が
ら
答
え
て
下
さ

い
ま
し
た
。 

斎
藤
紫
郎
さ
ん
は
今

年
九
十
一
歳
を
迎
え

る
。
高
齢
な
お
年
な

の
に
ど
こ
吹
く
風
と
、

短
歌
大
会
の
講
師
大

島
史
洋
先
生
の
講
師

賞
と
高
点
歌
賞
の
二

種
類
の
賞
を
獲
得
す

る
。
四
十
～
五
十
年

前
に
村
田
さ
ん
の
お

母
さ
ん
か
ら
優
し
く

教
え
て
頂
い
た
。
そ
れ

か
ら
こ
の
う
る
さ
い
バ

バ
ア
様
と
や
っ
て
き
た

の
が
、
い
い
結
果
を
出

し
た
の
で
し
ょ
う
。
中

央
に
映
る
斎
藤
紫
郎

さ
ん
。 

 

宮

田

昌

武

さ
ん

は
、
昭
和
十
三
年

生
ま
れ
七
十
八
歳

の
ト
ラ
年
。
母
も
ト

ラ
年
ト
ラ
の
子
供

だ
か
ら
ト
ラ
猫
だ

か
ら
お
と
な
し
か
っ

た
。
祈
る
合
掌
と

目
が
良
く
表
現
さ

れ
て
写
さ
れ
て
い

る
。
上
の
写
真
の
斉

藤
紫
郎
さ
ん
、
宮

田
昌
武
の
二
人
共

講
師
賞
と
高
点
歌

唱
賞
を
獲
得
。
本

当
に
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
年
な

ん
か
何
処
へ
で
も
飛

ん
で
い
け
。 

秋
の
日
に 

干
す
白
足
袋
の 

か
が
や
け
り 

金
婚
式
の 

想
ひ
と
ど
め
て 

 

高
点
歌
賞 

 

安
部
巳
佐
子 


