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澄

江

堂

 
 
抒
情
詩小

川

和
佑

さ
や
う
な
ら
 
手
風
琴
の
町
 
さ
よ
う
な
ら
 

僕
の
抒
情
詩
時
代
 

澄
江
堂
は
 
抒
情
詩
 
の
一
行
に
片
山
広
子
へ
の

想
い
を
固
く
封
じ
込
め
て
大
正
十
四
年
の
初
秋
の
軽

井
沢
を
去
 
た
 
そ
し
て
 
再
び
軽
井
沢
を
訪
れ
な

か
 
た
 
昭
和
二
年
七
月
 
梅
雨
明
け
の
東
京
の
湿

度
の
高
い
夏
は
呼
吸
す
る
に
も
澄
江
堂
に
は
苦
し
か

 
た
 
彼
の
心
は
も
う
定
ま
 
て
い
た
 
 
 
す
る

と
ふ
い
に
心
が
軽
く
な
 
た
 
堀
辰
雄
が
窪
川
鶴
次

郎
と
訪
れ
た
二
十
日
の
夜
 
澄
江
堂
は
久
し
ぶ
り
に

明
る
い
笑
い
声
を
あ
げ
た
 
辞
去
し
よ
う
と
し
た
窪

川
を
呼
び
と
め
て
 
彼
は
懐
紙
に
包
ん
だ
な
に
が
し

か
の
紙
幣
を
無
理
に
窪
川
の
手
に
握
ら
せ
た
 
そ
し

て
 
そ
の
五
日
後
の
未
明
に
澄
江
堂
は
自
ら
の
生
命

を
絶
 
た
 

長
崎
の
照
菊
は
早
い
そ
の
日
の
夕
刊
を
広
げ
て
震

え
出
し
た
 
あ
れ
は
昨
日
の
よ
う
に
鮮
か
だ
 
た
 

夕
日
の
射
し
て
来
た
部
屋
に
 
水
虎
晩
帰
之
図
 
が

照
菊
を
見
つ
め
て
い
る
 
片
山
広
子
は
そ
の
朝
 
澄

江
堂
の
死
を
電
話
で
知
 
た
 
彼
女
は
昨
年
の
二
月
 

芥
川
の
最
後
の
手
紙
を
文
机
の
上
で
読
み
返
し
た
 

末
尾
に
い
か
に
も
澄
江
堂
ら
し
い
一
句
が
添
え
て
あ

 
た
 道

ば
た
の
墓
な
つ
か
し
や
冬
の
梅

 
い
ま
は
夏
だ
わ
 
 
 
と
片
山
広
子
は
誰
に
と
も

な
く
呟
い
た
 
虹
を
見
た
晩
夏
の
午
後
か
ら
あ
の
人

は
死
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
 
た
 

二
十
七
日
 
谷
中
斎
場
は
車
が
混
ん
で
い
た
 
喪

主
の
比
呂
志
が
喪
服
の
文
子
未
亡
人
に
手
を
曳
か
れ

て
遺
族
席
に
着
き
告
別
式
が
始
め
ら
れ
た
 
菊
池
寛

が
弔
辞
を
読
む
 
 
 
 
た
だ
悲
し
き
は
君
去
り
て

我
等
が
身
辺
と
み
に
粛
々
た
る
を
如
何
せ
ん
 
 

広
子
は
嗚
咽
を
こ
ら
え
ら
れ
な
く
な
 
た
 

き
み
死
に
て
わ
れ
を
ば
教
へ
た
ま
は
り
ぬ
人
の

死
ぬ
る
は
み
づ
か
ら
の
た
め

そ
れ
が
 
抒
情
詩
 
に
応
え
る
彼
女
の
歌
だ
 
た
 


