
に 種郵便惣季
調

キ 乞 豹 聞 2θ/ど 、 /2,/≠
毛 新

工
場
の
熱
気
ハ女
性
の
た
く
ま
し
き

宴
き
生
き
と

家
業
と
づ
な
が
り

新
井
さ
ん
は
、
桐
生
市
内
の

老
舗
の
機
屋
で
育

っ
た
。

「詩

を
書
く
こ
と
と
家
業
の
織
物
業

は
、
も
の
づ
く
り
と
い
う
ル
ー

ツ
で
つ
な
が

っ
て
い
る
」
と
強

調
¨
表
題
作
の

「
ベ
ッ
ト
と
織

機
」
は
、
織
物
工
場

か
ら
イ
メ
ト
ジ
を
膨

ら
ま
せ
、
機
織
り
の

女
性
の
力
強
さ
を
描

い
て
い
る
。

「
（前
略
）
泣
き

じ
ゃ
く
れ
ば
、
飲
ま

サ

ァ
な
ん
ね

ェ
／
赤

ン
ぼ
オ
ブ

っ
て
、
通

っ
て
お

っ

た
ん
で
す
、
女
工
さ
ん
ら
は
／

ベ
ビ
ー

ベ

ッ
ト
さ
持
ち
込
ん

で
、
稼

ェ
で
お

っ
た
ん
で
す
／

機
械
油
と
髪
油
と
乳
臭
さ
が
、

工
場
の
に
お
い

（後
略
）
」

若
い
機
織
り
女
性
の
悲
哀
を

描

い
た

「ナ
イ

ロ
ン
ス
カ
ー

フ
」
（
織
機
と
か
ら
め
て
男
女

の
性
愛
に
迫

っ
た

「
ヘ
ル
ギ
」

な
ど
２３
編
を
収
録
。

「機
織
り

の
風
景
を
通
し
て
（
女
性
の
生

き
ざ
ま
や
仕
事

へ
の
意
地
み

た

い
な
も

の
を
描
き
た
か

っ

た
」
。
カ
タ
カ
ナ
や
促
音
を
交

え
た
方
言
調
の
言
葉
で
、
生
産

現
場
の
ス

‐
ピ
■
ボ
感
や
息
づ
か

い
ま
で
生
き
生
き
と
表
し
て
い

る
。方

言
の
可
能
性

２
０
０
７
年
に
刊
行
し
た
詩

集

「タ
マ
シ
イ

・
ダ
ン
ス
」
の

中
の

「
ｗ
ｈ
ｅ
ｅ
ｌ
ｓ
」
で
、

機
屋
の
娘
と
し
て
育

っ
た
母
親

を
テ
ー
マ
に
、
方
言
を
取
り
入

れ
た
詩
作
に
挑
戦
し
た
。
上
州

弁
独
特
の
響
き
や
言
葉
遣
い
に

「文
学
言
語
」
と
し
て
の
可
能

性
を
感
じ
、
「
ベ
ッ
ト
と
織
機
」

で
は
そ
の
リ
ズ
ム
を
本
格
的
に

取
り
入
れ
た
。

方
言
が
消
え
ヽ
標
準
化
が
進

む
日
本
語
の
現
状
を

「言
葉
が

本
来
持

っ
て
い
る
豊
か
さ
が
失

わ
れ

つ
つ
あ
る
」
と
受
け
止
め

る
。
そ
の
上
で
、
字
数
や
季
語

と

い

っ
た
決
ま
り
が
な

い
詩

は
ヽ
方
言
の
よ
う
な
話
し
言
葉

を
取
り

入
れ

て
新
し

い
文
体

を
作
る
余
地
が
あ

る
と
考
え

る
。閉

塞
感
に
風
穴

東
日
本
大
震
災
後
の
原
発
問

題
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
も
収

録
し
た
。

「機
屋
の

機
械
も
電
気
で
動
い

て
お
り
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
問
題
は
機
屋
で
育

っ
た
私
自
身
の
問
題

で
も
あ
る
。
桐
生
と

い
う

町

を
描

く

に

は
、
無
視
で
き
な
い

テ
ー

マ
の

一
つ
だ

っ
た
」
と
振

り
返
る
。

「言
葉
や
原
発
の
問
題
に
限

ら
ず
、
社
会
全
体
が

コ
ン
ト

ロ

ト
ル
さ
れ
て
い
る
と
い
う
閉
塞

感
が
あ
る
。
た
と
え
小
さ
く
て

も
、
詩
の
世
界
か
ら
そ
こ
に
風

穴
を
開
け
た
い
」
と
決
意
を
語

っ
た
。

Ａ
５
判
、
１
６
１
で
い
２
１

０
０
円
。
問
い
合
わ
せ
は
未
知

谷

（
な
０
３

・
５
２
８
１

・
３

７
５
１
）
へ
。

に
、
気
持
ち
が
わ
く
わ
く
し

て
き
ま
す
。
苦
手
な
こ
と
を

克
服
し
た
り
、
で
き
な
い
こ

と
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
努

力
は
も
ち
ろ
ん
と
て
も
大
切

で
す
が
、
い
ま
持

っ
て
い
る

自
分
の
長
所
を
生
か
し
て
考

え
て
い
く
と
い
可
能
性
の
広

が
り
方
が
２
倍
に
も
３
倍
に

も
な

っ
て
楽
し
く
な

っ
て
い

く
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
手
が
小
さ
い

人
が
ピ
ア
ノ
を
弾
く
の
は
、

手
の
大
き
い
人
よ
り
も
不
便

な
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
で

も
、
そ
の
手
の
小
さ
さ
が
生

き
る
よ
う
な
曲
を
選
ん
で
弾

け
ば
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
魅

力
に
な
り
ま
す
。
大
切
な
の

は
、
自
分
は
何
が
得
意
か
を

一見
極
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
一で
は
ど
う
や

っ
た
ら
得
意

な
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ

桐
生
市
出
身
の
詩
人
、
新
井
高
子
さ
ん
（４７
）
が
機
織
り

の
女
性
を
描
い
た
詩
集

「
ベ
ッ
■
と
織
機
」

（未
知
谷
Ｙ

を
刊
行
し
た
。
織
物
工
場
で
育

っ
た
体
験
を
ベ
ー
ス
に
、

生
産
現
場
の
熱
気
や
働
く
女
性
の
た
ぐ
ま
し
き
を
表
現
¨

生
活
感
あ
ふ
れ
る
上
州
弁
を

「文
学
言
語
」
と
し
て
詩
に

取
り
入
れ
る
な
ど
、
新
た
な
創
作
ス
タ
イ
ル
に
も
挑
戦
し

て
い
る
。

「方言の響きを取り入れることで、新しい

詩の文体を見つけたい」と語る新井さん

| |‐あうい|たか■ 1966年,同生市壕|

野町生まれも慶応大大学院修了。詩 |

夢美言暮厖彙

'=著

|‐

て」|の編集・運営に携わるも ― |‐■ ‐

:教::葬隣1=:て,思:う1華書
=と

bunka

ｍ
．一読．山一鍵
雉「̈
〔”なゎ紀 ら`しさミカもい惹|き 伺


