
―　　―1

子
規
の
庭

　

郊
外
に
住
み
、
秋
の
見
馴
れ
た
風
景
の
中
で
、
た
わ
わ
に
実
っ
た
柿
は
ど
こ
か
哀
愁
が
た
だ
よ
う
。
日
毎
に
赤
く
熟

れ
、
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
晩
秋
の
重
く
垂
れ
こ
め
た
空
を
彩
っ
て
い
る
。
鳥
た
ち
が
入
れ
替
わ
り
や
っ
て
き
て
は
、
絶

好
の
食
べ
物
と
ば
か
り
に
枝
移
り
を
し
、
時
折
甲
高
い
声
を
上
げ
な
が
ら
啄
ん
で
い
く
。
す
べ
て
食
べ
尽
く
す
と
、
何

事
も
無
か
っ
た
よ
う
に
辺
り
は
静
ま
り
返
り
、
鳥
影
さ
え
な
い
。
や
が
て
秋
か
ら
冬
へ
と
季
節
の
バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
る
。

　
　
柿
食
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
規

　

誰
し
も
が
一
度
は
耳
に
し
、
口
ず
さ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。

　

明
治
を
代
表
す
る
俳
人
正
岡
子
規
が
静
養
先
の
松
山
か
ら
上
京
の
途
中
、
当
時
奈
良
を
代
表
す
る
旅
館
、
對
山
樓
で

食
べ
た
御
所
柿
。
生
涯
最
後
の
旅
と
な
り
、
掲
句
が
誕
生
し
た
き
っ
か
け
と
さ
れ
て
い
る
。

　

奈
良
公
園
か
ら
ほ
ど
近
く
に
あ
っ
た
旅
館
跡
地
は
、
日
本
料
理
店
の
天
平
倶
楽
部
と
な
り
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
が
「
子
規
の
庭
」
が
あ
る
。

　

百
数
十
年
現
存
す
る
と
さ
れ
る
柿
の
古
木
と
句
碑
を
中
心
に
、
四
季
折
々
の
景
観
を
楽
し
め
る
草
花
を
植
え
込
み
、

作
り
過
ぎ
た
庭
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
感
じ
に
作
庭
さ
れ
た
。
東
京
根
岸
の
子
規
庵
の
庭
を
ど
こ
か
彷
彿

と
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
自
然
の
素
朴
さ
こ
そ
が
、
今
も
親
し
ま
れ
て
い
る
由
縁
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

つ
り
鐘
の
形
と
も
見
え
る
句
碑
の
中
央
は
柿
の
絵
柄
が
大
き
く
彫
り
取
ら
れ
、
次
の
句
が
あ
る
。

　
　
秋
暮
る
ゝ
奈
良
の
旅
籠
や
柿
の
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
規

　

鹿
が
入
ら
な
い
よ
う
に
出
入
り
の
度
に
門
に
鍵
を
掛
け
、
誰
で
も
が
自
由
に
散
策
し
庭
を
愛
で
ま
わ
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

古
木
を
見
上
げ
、
子
規
に
な
り
き
っ
て
い
る
と
、
訪
れ
た
の
は
春
な
の
に
色
づ
い
た
柿
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が

り
、
余
韻
を
含
ん
だ
鐘
の
音
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

子
規
は
、
俳
句
革
新
に
最
も
情
熱
を
傾
け
た
。
繊
細
な
気
候
風
土
で
生
ま
れ
、
日
本
独
特
の
文
学
で
誰
で
も
作
る
こ

と
の
で
き
る
最
短
の
詩
で
あ
る
と
説
き
、
幾
多
の
困
難
に
直
面
し
て
も
一
条
の
光
を
み
つ
け
て
は
不
死
鳥
の
よ
う
に
蘇

り
、
死
の
間
際
ま
で
詠
み
続
け
た
。

　

日
本
は
言
霊
の
国
と
言
わ
れ
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
る
。
四
季
の
移
ろ
い
に

心
耳
を
傾
け
、
自
然
を
詠
む
俳
句
こ
そ
が
言
霊
の
文
芸
で
あ
り
、
人
生
を
豊
か
に
し
、
人
間
形
成
に
於
い
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
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子
供
の
頃
犬
を
飼
っ
て
い
た
が
記
憶
は
薄
く
、
掲
句
は
経
験
や
写
生
で

は
な
く
、
頭
の
中
か
ら
絞
り
出
し
た
句
で
あ
る
。
犬
の
鳴
き
声
を
聴
覚
か

ら
視
覚
へ
と
転
じ
、
季
語
や
表
現
も
平
明
に
し
、
私
に
と
っ
て
は
会
心
の

作
で
も
あ
る
。

　

近
年
は
夏
が
異
常
に
暑
い
。
地
球
温
暖
化
の
影
響
ら
し
い
が
、
ど
う
人

類
は
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
？
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
の
一
句
で
も
あ
る
。

　

亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
人
に
親
類
が
あ
あ
髭
の
び
て
る
ね
と
髭
を
剃
っ

て
い
ま
し
た
。
男
の
人
は
死
後
で
も
髭
が
の
び
る
ん
だ
と
そ
の
時
は
何
の

違
和
感
も
抱
か
ず
思
い
ま
し
た
。
句
会
で
高
野
ム
ツ
オ
主
宰
か
ら
「
髭
が

の
び
る
の
で
は
な
く
皮
膚
が
弛
む
か
ら
の
び
た
よ
う
に
感
じ
る
」
と
教
わ

り
、
長
年
気
に
な
っ
て
い
た
事
が
消
え
ま
し
た
。

　

綿
虫
は
、
風
の
な
い
初
冬
の
空
を
浮
遊
す
る
体
長
三
ミ
リ
程
の
可
愛
い
昆

虫
だ
が
、
時
に
人
の
目
元
に
飛
び
込
み
、
纏
い
付
い
た
り
し
て
嫌
わ
れ
者
で

も
あ
る
。
ま
た
現
代
俳
句
歳
時
記
（
角
川
版
）
の
綿
虫
例
題
三
十
数
句
中
、

生
死
に
関
わ
る
例
句
が
七
句
も
あ
り
、
人
間
の
死
生
観
と
も
深
い
関
係
が
あ

る
よ
う
だ
。
好
き
嫌
い
混
在
の
綿
虫
だ
が
、
特
定
季
節
の
季
題
だ
け
に
も
う

少
し
付
き
合
っ
て
見
よ
う
。

　

や
っ
と
子
育
て
が
終
わ
り
息
子
た
ち
は
夢
に
前
進
し
始
め
ま
し
た
。
さ
て

自
分
は
と
い
う
と
、
い
つ
の
間
に
か
結
構
齢
を
重
ね
ま
し
た
。
少
し
自
由
に

な
っ
た
私
に
ま
だ
翼
は
あ
る
の
か
な
。
息
子
た
ち
の
よ
う
に
私
も
ま
だ
夢
を

追
い
か
け
た
い
な
あ
と
。
母
親
と
し
て
人
と
し
て
素
直
な
想
い
を
詠
み
ま
し

た
。
月
と
い
う
標
は
な
い
け
れ
ど
星
月
夜
は
皆
を
応
援
し
て
く
れ
る
輝
き
で

す
ね
。

　

過
去
と
未
来
を
彷
徨
う
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ラ
ー
の
ア
ニ
メ
を
観
た
。

二
〇
六
〇
年
核
戦
争
に
よ
り
世
界
の
半
分
が
壊
滅
。
二
一
〇
〇
年
地
球
は

消
滅
す
る
。
主
人
公
は
過
去
を
変
え
、
核
戦
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
す
る
が
、
時
間
の
狭
間
に
歪
み
が
生
じ
、
結
果
未
来
は
変
え
ら
れ
な

い
。
ロ
シ
ア
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
、
中
国
台
湾
問
題
、
そ
し
て
北
朝
鮮
。
西

日
を
見
て
こ
の
星
の
終
り
の
始
り
を
思
う
。

　

佐
佐
木
邦
子
著
『
黒
い
水
』
を
知
人
よ
り
紹
介
さ
れ
た
。
同
書
所
収
の

「
川
」
に
は
石
巻
藩
主
の
姫
と
家
来
が
狐
火
を
見
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
姫

は
そ
の
家
来
と
恋
仲
に
な
り
、
藩
主
を
殺
し
て
、
二
人
で
南
部
領
へ
逃
げ

る
。
し
か
し
、
役
人
に
捕
ま
り
、
姫
は
仙
台
城
の
牢
屋
へ
。
そ
し
て
…
。
仙

台
藩
の
処
刑
場
跡
地
で
あ
る
七
北
田
念
仏
に
は
、
姫
の
墓
が
現
在
も
あ
る
。

こ
の
物
語
を
基
に
狐
火
の
句
が
で
き
た
。

　

我
が
家
の
近
く
の
広
瀬
川
に
鮭
が
少
し
遡
っ
て
く
る
。
何
年
か
前
に
相
馬

で
、
鮭
の
頭
を
漁
師
が
棍
棒
で
打
ち
、
加
工
場
ま
で
暴
れ
な
い
よ
う
に
気
絶

さ
せ
る
「
鮭
の
頭
打
ち
」
を
見
た
。
い
ず
れ
食
べ
る
魚
で
あ
っ
て
も
普
通
で

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
想
い
を
込
め
て
半
端
に
作
っ
て
い
た
句
を
推
敲

し
掲
句
と
し
た
。
「
鮭
の
頭
打
ち
」
は
今
や
機
械
化
さ
れ
、
昔
な
が
ら
の
光

景
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

俳
句
を
始
め
て
二
十
数
年
た
ち
ま
す
が
、
こ
の
と
こ
ろ
停
滞
気
味
で
、

感
性
が
わ
か
ず
、
い
つ
も
悩
ん
で
い
ま
す
。
八
十
代
も
半
ば
に
な
り
、
老

化
現
象
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
掲
句
は
こ
の
よ
う
で
あ
り
た
い
と
思
う

本
心
で
す
。

　

私
の
周
り
に
は
い
つ
も
若
々
し
く
、
明
る
く
、
す
っ
き
り
と
し
た
、
年

を
感
じ
さ
せ
な
い
方
が
幾
人
も
い
ま
す
。
少
し
で
も
近
づ
け
る
よ
う
努
力

し
、
余
生
を
楽
し
く
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

鈍
角
に
犬
の
吠
え
ゐ
る
大
暑
か
な

狐
火
や
念
仏
の
地
に
姫
の
髪

綿
虫
め
ひ
と
の
動
き
の
先
を
読
む

翼
ま
だ
我
に
も
あ
る
か
星
月
夜

目
の
玉
重
し
次
々
鮭
の
打
た
れ
ゆ
く

死
し
て
な
お
の
び
る
髭
あ
り
冬
ぬ
く
し

余
生
と
は
青
き
色
な
り
ソ
ー
ダ
水

大
西
日
死
に
ゆ
く
星
の
未
来
と
も

齋　

藤　

伸　

光　
（　

滝　

）

八　

島　
　
　

敏　
（　

滝　

）

水　

戸　

勇　

喜　
（
小
熊
座
）

佐　

藤　

詠　

子　

（
海
原
・
青
山
俳
句
工
場
05
）

淺　

沼　

眞
規
子　
（　

陸　

）

小　

野　

道　

子
（
小
熊
座
）

鈴　

木　

弘　

子　
（　

滝　

）

髙　

橋　

彩　

子　

（
小
熊
座
）

一 句 一 葉
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青
森
県
の
黒
石
生
ま
れ
、
弘
前
育
ち
、
宮
城
県
の
仙
台
、
多
賀
城
に
住

ん
で
き
ま
し
た
。
今
大
学
生
で
す
が
、
高
校
時
代
か
ら
俳
句
を
作
っ
て
き

ま
し
た
。
小
熊
座
に
所
属
し
て
か
ら
、
目
標
と
す
る
句
や
人
が
た
く
さ
ん

で
き
ま
し
た
。
私
は
俳
句
が
大
好
き
で
す
。
こ
れ
も
た
く
さ
ん
の
方
の
お

か
げ
で
す
。
今
後
も
、
一
句
一
句
良
い
句
を
目
指
し
て
、
自
分
の
表
現
を

模
索
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

鳩
笛
は
両
手
を
合
わ
せ
て
口
で
吹
き
山
鳩
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
音
を
出

す
。
猟
師
が
獲
物
を
捕
ら
え
よ
う
と
誘
い
出
す
た
め
に
吹
く
も
の
で
あ
る
そ

う
だ
。
鳩
吹
く
と
も
言
い
、
秋
の
季
語
。
こ
の
句
の
獣
医
は
私
た
ち
合
唱
団

の
仲
間
。
十
二
月
開
催
予
定
の
定
例
演
奏
会
の
た
め
の
練
習
日
に
、
興
じ
て

皆
の
人
気
者
、
猟
師
を
真
似
た
の
が
動
物
を
扱
う
獣
医
で
あ
っ
た
こ
と
が
面

白
い
と
思
っ
た
。

　

俳
句
の
ノ
ー
ト
を
捲
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
東
日
本
大
震
災
の
句
に
出
合

い
ま
し
た
。
令
和
五
年
三
月
十
一
日
で
十
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。

被
災
地
の
瓦
礫
は
取
り
除
か
れ
、
今
で
は
当
時
が
想
像
で
き
な
い
く
ら
い
綺

麗
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
津
波
が
引
い
て
、
静
か
な
海
と
な
っ
た

水
平
線
。
そ
れ
で
も
、
あ
の
日
の
記
憶
は
震
災
を
詠
ん
だ
句
に
込
め
ら
れ
て

消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
類
は
な
ぜ
戦
争
を
起
こ
す
の
だ
ろ
う
か
。
紛
争
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く

た
び
に
、
人
間
の
業
と
個
人
と
し
て
の
自
分
の
無
力
さ
を
感
じ
る
。
ま

た
、
二
〇
二
〇
年
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
世
界
中
に
広
が
り

三
年
に
な
る
。
新
た
な
変
異
ウ
イ
ル
ス
は
、
人
類
の
傲
慢
に
対
す
る
造
物

主
の
黙
示
で
あ
ろ
う
か
。
曼
殊
沙
華
に
今
の
私
の
心
象
が
投
影
さ
れ
て
い

る
。

眼
閉
ぢ
て
も
雲
が
動
く
よ
林
檎
園

指
笛
も
鳩
笛
も
な
る
獣
医
か
な

春
潮
や
瓦
礫
の
奥
の
水
平
線

自
ら
の
業
火
に
堪
へ
て
曼
殊
沙
華

𠮷　

沢　

美　

香　
（
小
熊
座
、
む
じ
な
）

鈴　

木　

ヨ
シ
子　
（　

秋　

）

池　

田　

紀　

子　
（
小
熊
座
）

小　

野　
　
　

豊　
（
小
熊
座
）

よう
こそ、現俳へ。 新会員紹介

（令和 5年 1月現在）

　

五
年
前
の
夏
、
鳥
海
山
に
登
っ
た
後
突
然
俳
句
が
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

の
が
俳
句
を
始
め
た
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
後
仙
台
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ

ー
に
通
い
始
め
、
そ
し
て
「
駒
草
」
と
「
麦
」
に
投
句
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
二
〇
二
一
年
秋
に
は
、
脳
外
科
医
と
し
て
の
記
憶
を
俳
句
に
止
め
よ

う
と
思
い
、
句
集
『
或
る
脳
外
科
医
の
四
季
』
を
対
馬
康
子
先
生
の
ご
助
力

を
得
て
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
句
集
を
契
機
に
様
々
な
方
と
出
会
う
事
が
で

き
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

　

私
は
小
説
が
書
き
た
く
て
高
校
で
文
藝
部
に
入
っ
た
が
、
そ
の
難
し
さ
に

打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
時
に
俳
句
と
出
会
っ
た
。
特
定
の
分
野
に
絞
ら
ず
、
俳

句
・
短
歌
・
詩
・
小
説
に
取
り
組
む
部
の
方
針
が
奏
功
し
た
。
た
っ
た
十
七
音

で
、
読
み
手
の
頭
に
詠
者
の
世
界
観
を
投
影
す
る
素
晴
ら
し
さ
、
多
種
多
様

な
読
み
方
を
可
能
に
し
、
受
け
止
め
る
俳
句
の
器
の
広
さ
に
感
動
し
た
。
文
藝

部
の
同
期
・
先
輩
と
は
現
在
も
俳
句
を
通
し
た
深
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　

二
木
と
申
し
ま
す
。
以
前
か
ら
母
が
俳
句
を
冊
子
に
投
句
し
て
い
た
の
を

見
て
、
自
ら
も
創
作
し
て
み
よ
う
と
、
俳
句
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し

た
。
も
う
一
つ
の
き
っ
か
け
は
、
正
岡
子
規
に
『
は
て
知
ら
ず
の
記
』
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
を
模
倣
し
、
自
ら
も
そ

の
足
跡
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
子
規
の
試
み
で
し
た
が
、
こ
れ
を
大
学
一
年
生

の
時
に
知
り
、
た
い
へ
ん
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

縄
文
の
女
神
を
恋
う
や
霹
靂
神

み
ち
の
く
は
巨
き
墳
な
り
虎
が
雨

天
望
回
廊
落
ち
て
い
く
残
菊

冬
ぬ
く
し
髪
を
切
る
と
き
目
を
つ
む
る

馬
肥
え
て
跳
ぶ
と
き
真
白
な
る
尻
尾

と
ん
ぼ
う
の
翅
の
む
か
う
を
雲
流
る

稚
児
桜
弥
勒
菩
薩
は
胡
坐
か
く

高
西
風
や
聖
ミ
カ
エ
ル
の
鐘
の
音

朝
寒
し
夢
の
グ
ラ
ン
ド
カ
ナ
ル
か
な

大　

槻　

泰　

介　

（
麦
、
駒
草
）

武　
　
　

元　

気
（
南
風
）

二　

木　
　

暖
（
岳
、
東
北
大
学
俳
句
会
）
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【
報
告
】令
和
四
年
度
研
修
会「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
句
会
を
し
て
み
よ
う
」　	

　
　

令
和
四
年
八
月
十
一
日
（
木
・
祝
）　

於
・
仙
台
市
中
小
企
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
（
ア
エ
ル
）

　

四
月
の
Ⅰ
Ｔ
研
修
会
に
引
き
続
き
、
七

名
で
開
催
さ
れ
た
。
前
回
同
様
、
小
田
島

渚
さ
ん
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
現
代
俳
句

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
句
会
な
ど
の
利
用
方
法
な
ど
を
紹
介
し

た
。
そ
の
後
、
夏
雲
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、

当
季
雑
詠
二
句
出
し
の
句
会
、
続
い
て
二

句
出
し
の
席
題
（
「
雁
」
、
「
九
」
）
の

句
会
を
い
ず
れ
も
合
評
形
式
で
行
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
と
て
も
簡
単
に
使
え
、
合

評
の
時
間
を
多
く
取
る
こ
と
が
で
き
て
有

意
義
と
好
評
で
あ
っ
た
。

（
高
得
点
三
句
）

　
　
五
点
　
こ
の
星
の
出
口
は
い
づ
こ
稲
の
花	

丸
山
千
代
子

　
　
五
点
　
秋
に
入
る
九
人
乗
り
の
乳
母
車	

星
　
　
節
子

　
　
五
点
　
雁
渡
る
原
爆
ド
ー
ム
越
し
の
空	

坂
下
　
遊
馬

　
　
　
　
　
歓
談
に
割
込
ん
で
く
る
牛
蛙	

淺
沼
眞
規
子

　
　
　
　
　
鞍
み
が
く
青
年
の
背
に
夏
兆
す	

池
田
　
紀
子

　
　
　
　
　
舌
の
な
き
蠅
の
舐
め
ゆ
く
鏡
か
な	

小
田
島
　
渚

　
　
　
　
　
か
き
氷
舐
め
脳
髄
の
在
り
か
知
る	

渡
辺
誠
一
郎

加
藤
邪
呑
『
地
お
ど
ろ
海
お
ど
ろ
』
評

　

著
者
の
略
歴
に
よ
る
と
、
本
名
は
加
藤
文
彬
（
ふ
み
よ
し
）
、
昭
和
十
五
年
三
月

五
日
兵
庫
県
西
宮
市
生
ま
れ
、
仙
台
に
疎
開
と
あ
る
。
戦
火
を
逃
れ
て
仙
台
に
疎
開

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
筆
者
は
転
勤
で
四
年
間
西
宮
市
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ

る
。

　

著
者
の
俳
歴
は
昭
和
四
十
五
年
頃
の
「
河
」
仙
台
支
部
へ
の
入
会
に
始
ま
る
と
あ

る
か
ら
、
結
構
長
い
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
後
昭
和
五
十
五
年
頃
に
「
層
雲
」
の
三

浦
石
雨
師
を
招
聘
し
て
、
三
浦
北
曲
と
「
花
野
句
会
」
を
創
立
し
た
と
あ
る
。
「
層

雲
」
は
河
東
碧
梧
桐
・
荻
原
泉
井
水
が
中
心
と
な
っ
て
創
刊
さ
れ
た
自
由
律
俳
句
の

会
で
あ
り
、
尾
崎
放
哉
や
種
田
山
頭
火
、
栗
林
一
石
路
な
ど
を
輩
出
し
て
い
る
。

　

今
回
発
行
の
句
集
は
平
成
二
十
三
年
か
ら
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は
忘

れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
東
日
本
大
震
災
の
起
こ
っ
た
年
で
あ
る
。
句
集
の
タ
イ
ト
ル

と
な
っ
て
い
る
『
地
お
ど
ろ
海
お
ど
ろ
』
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

〈
芒
原
は
美
し
い
パ
ル
ス
み
ん
な
行
方
不
明
〉
津
波
で
す
べ
て
が
波
に
攫
わ
れ
て

し
ま
っ
た
海
岸
に
、
広
が
る
芒
原
に
息
づ
い
て
い
る
パ
ル
ス
は
、
行
方
不
明
の
人
々

の
魂
の
叫
び
で
も
あ
ろ
う
か
。
〈
枯
木
の
臍
い
ち
ば
ん
深
い
湖
で
あ
る
〉
海
岸
の
松

林
は
根
こ
そ
ぎ
津
波
に
な
ぎ
倒
さ
れ
た
。
か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
松
も
塩
害
の
た
め
に

枯
れ
て
い
っ
た
。
一
番
深
い
湖
が
枯
木
の
臍
で
あ
る
と
い
う
悲
し
み
は
言
い
知
れ
ぬ

も
の
が
あ
ろ
う
。

　

〈
空
耳
の
空
へ
原
発
放
牧
〉
大
震
災
は
津
波
に
よ
る
破
壊
と
と
も
に
、
原
発
事
故

と
い
う
大
惨
事
を
も
引
き
起
こ
し
た
。
福
島
県
一
帯
は
ま
さ
に
放
射
能
地
獄
に
見
舞

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
あ
り
得
な
い
大
惨
事
で
あ
っ
た
。
復
興

も
覚
束
な
い
ま
ま
〈
地
お
ど
ろ
海
お
ど
ろ
言
の
葉
は
水
蒸
気
〉
の
状
態
に
陥
っ
た
の

で
あ
る
。
よ
く
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
言
の
葉
は
水
蒸
気
と

な
り
無
力
化
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

　

し
か
し
自
然
は
復
活
し
て
ゆ
く
。
〈
古
里
は
白
い
貌
し
て
滴
る
〉
〈
海
見
え
て
い

る
紫
陽
花
の
デ
ス
マ
ス
ク
〉
〈
ゴ
ッ
ホ
へ
大
脱
走
す
る
ひ
ま
わ
り
〉
〈
菜
の
花
何
万

本
咲
い
て
も
エ
レ
ジ
ー
〉
自
然
に
対
し
て
人
間
は
老
い
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
が

〈
人
間
あ
け
ぼ
の
　
老
い
は
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
〉
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
生
き
て
行
き

た
い
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
自
由
律
俳
句
に
は
疎
い
身
な
の
で
、
勘
違
い
の

鑑
賞
が
あ
れ
ば
ご
容
赦
の
程
を
願
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
令
和
四
年
五
月
発
行　

東
誠
社
）

鈴
木　

三
山

（
滝
・
ロ
マ
ネ
コ
ン
テ
ィ
）
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俳
句
の
作
句
は
個
の
営
み
で
あ
り
、
他
の
文
芸
同
様
、
個
の
私
性
か
ら
は
脱
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
生
身
の
私
た
ち
が
社
会
的
存
在
で
し
か
あ
り
得
な
い
よ
う
に
、

ど
ん
な
作
品
も
ま
た
社
会
性
を
ま
と
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
俳
文
学
大
辞
典
』
（
角

川
書
店
）
で
は
、
戦
後
の
社
会
性
俳
句
に
つ
い
て
の
論
争
と
活
動
に
触
れ
「
昭
和

三
十
五
年
の
反
安
保
運
動
挫
折
に
よ
っ
て
大
き
く
挫
折
し
た
」
と
締
め
く
く
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
運
動
と
い
う
意
味
で
の
「
社
会
性
俳
句
」
は
狭
義
の
も
の

と
捉
え
、
こ
こ
で
は
よ
り
広
い
意
味
で
の
社
会
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

も
っ
と
も
、
そ
れ
で
は
全
て
の
俳
句
に
社
会
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
茫

漠
と
し
た
議
論
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
明
ら
か
に
社
会
的
な
事
象
を
題
材
と
し
て

詠
ん
だ
句
を
「
広
義
の
社
会
性
俳
句
」
と
し
た
い
。
そ
し
て
こ
の
「
社
会
性
俳
句
」

に
は
、
社
会
詠
と
時
代
詠
の
二
種
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
詠
と
は
、
同
時
代

の
社
会
を
活
写
し
た
句
で
、
い
わ
ば
横
軸
の
み
の
句
で
あ
る
。
時
代
詠
と
は
、
そ
れ

に
時
間
的
歴
史
的
な
縦
軸
を
加
え
た
句
を
い
う
。
時
代
詠
の
典
型
的
な
例
を
次
に
挙

げ
る
。

　
　
海
に
出
て
木
枯
帰
る
と
こ
ろ
な
し	

山
口
　
誓
子

　

中
学
・
高
校
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
著
名
な
句
で
あ
る
が
、
昭
和
十
九
年
の

発
表
当
時
か
ら
特
攻
隊
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
の
評
が
あ
り
、
誓
子
も
戦
後
に
な
っ

て
そ
れ
を
追
認
し
た
と
い
う
。
当
時
は
直
接
に
は
詠
め
な
い
の
で
、
擬
人
法
を
用
い

た
自
然
詠
に
仕
立
て
た
句
で
、
時
代
詠
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
過
去
の
時
代

を
知
ら
な
い
若
い
読
者
に
は
、
自
然
の
苛
酷
な
厳
し
さ
を
受
け
取
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

作
品
は
作
者
を
離
れ
そ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
。

　

社
会
詠
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
の
う
ち
一
つ
だ
け
次
に
挙
げ
た
い
。

　
　
白
壁
の
銃
弾
痕
や
沙
羅
の
花	

松
柏

　

拙
句
を
掲
げ
て
恐
縮
だ
が
、
こ
の
句
は
安
倍
元
首
相
の
衝
撃
的
な
銃
撃
事
件
の
後

に
、
離
れ
た
場
所
の
ビ
ル
の
壁
に
あ
っ
た
銃
弾
の
跡
を
テ
レ
ビ
で
見
て
詠
ん
だ
も
の
。

驚
い
た
の
は
、
句
会
で
こ
の
句
を
出
し
た
際
に
、
殆
ど
の
人
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
場

を
連
想
し
た
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
見
た
映
像
を
他
人
も
見
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い

込
ん
で
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
少
な
い
情
報
の
た

め
多
様
な
読
み
を
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
句
の
宿
命
が
、
社
会
詠
に
は
と
く
に
つ
き

ま
と
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
霧
の
車
窓
を
広
島
馳
せ
過
ぐ
女
声
を
挙
げ	

金
子
　
兜
太

　

私
は
今
ま
で
社
会
性
俳
句
あ
る
い
は
俳
句
の
社
会
性
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
た

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
俳
句
に
は
独
自
の
散
文
性
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
、
し
か
も
散
文
よ
り
も
強
く
感
性
の
側
面
か
ら
社
会
的
な
テ
ー
マ
に
切
り

込
み
、
切
り
取
り
、
必
ず
し
も
結
論
や
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
も
な
く
心
象
に
残
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
今
の
私
に
と
っ
て
俳
句
は
現
実
逃
避
、

言
っ
て
み
れ
ば
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
す
。
ふ
わ
ふ
わ
と
し
て
い
て
し
か
も
ど
こ
か
に
芯

が
あ
る
よ
う
な
、
低
反
発
マ
ッ
ト
レ
ス
に
ゆ
っ
く
り
と
横
た
わ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な

感
覚
を
楽
し
む
こ
と
が
多
い
で
す
。
現
実
は
忘
れ
る
も
の
、
現
実
は
現
実
だ
け
で
十

分
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
食
べ
て
暮
ら
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ま
あ
所
詮
は
自
身
の
た
だ
の
身
勝
手
を
俳
句

に
押
し
付
け
て
い
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
こ
の

句
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
視
覚
、
聴
覚
そ
し
て
体
動
感
覚
の
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
。
呆
然
と
す
る
よ
う
な
闇
が
あ
る
な
か
に
、
そ
れ
で
も
な
に
か
淡
く
切
な
い
思
い

が
夢
の
中
で
過
ぎ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
独
特
の
浮
遊
感
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う

か
。
少
な
く
と
も
最
初
は
。
も
ち
ろ
ん
本
来
の
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
先
ず
、
こ
の
な
ん
と
も
言
い
難
い
、
リ
ズ
ム
の
捩
れ
。
そ
し
て
広

島
、
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
で
す
。
健
全
な
、
あ
る
い
は
適
切
な
鑑
賞
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
会
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
包
す
る
俳
句
を
、
そ
こ
を
全
く
度

外
視
し
て
、
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
不
謹
慎
に
、
楽
し
む
こ
と
も

ま
た
悪
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
限
っ
て

は
単
な
る
無
知
が
か
え
っ
て
有
効
な
道
具
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
実
や
社
会

の
あ
り
方
に
、
ほ
と
ほ
と
草
臥
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
。
立
ち
向
か
う
気
力
も
勇
気

も
萎
え
て
し
ま
っ
た
と
き
に
。

社
会
性
俳
句
に
つ
い
て　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て

島　
　

松
柏

（
荒
星
）

泉　

陽
太
郎

（
海
原
）

社会性俳句を考える
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記
念
講
演
を
聞
い
て
―
詩
歌
の
音
楽
性

　

令
和
四
年
九
月
十
八
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
三
十
六
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
を
踏
ま
え
中
止
と
な
っ
た
が
、
木
山
幸
子
先
生
の

記
念
講
演
「
俳
句
の
も
つ
感
情
的
力
―
韻
文
と
散
文
を
比
べ
る
実
験
研
究
か
ら
の
示
唆

―
」
は
、
先
生
の
ご
協
力
を
得
て
動
画
配
信
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

木
山
先
生
は
、
平
成
二
十
九
年
よ
り
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
学
研
究
室

の
准
教
授
と
な
ら
れ
、
こ
と
ば
の
字
義
以
上
の
含
み
が
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
に
伝
わ

る
か
を
考
え
る
た
め
に
、
心
理
学
的
行
動
実
験
、
瞳
孔
反
応
、
脳
機
能
（
脳
波
・
Ｍ
Ｒ

Ⅰ
）
等
に
よ
る
実
験
研
究
を
行
わ
れ
て
い
る
。
講
演
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　

私
た
ち
は
母
胎
の
中
で
す
で
に
母
親
を
取
り
巻
く
言
語
に
触
れ
、
最
初
に
感
情
言
語

を
学
び
始
め
る
。
生
ま
れ
た
後
は
、
自
分
以
外
の
他
者
に
気
づ
き
、
他
者
と
関
わ
っ
て

い
き
た
い
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
命
題
言
語
を
生
涯
か
け
て
獲
得
し
て
い
く
。

俳
句
を
含
め
た
詩
は
、
そ
れ
ら
命
題
言
語
と
感
情
言
語
を
よ
く
統
合
し
て
芸
術
に
高
め

た
言
語
芸
術
で
、
詩
の
美
し
い
こ
と
ば
と
リ
ズ
ム
は
人
が
人
ら
し
く
あ
る
た
め
に
大
き

な
役
割
を
持
つ
。
数
学
者
バ
ー
ク
ホ
フ
は
美
的
度
合
い
の
数
式
（
美
的
度
測
定
法
）
を

考
案
し
、
文
学
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
芸
術
で
算
出
し
た
結
果
、
複
雑
さ
が
減
る
ほ
ど
美

し
さ
が
増
す
と
し
た
。
そ
の
数
式
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
美
し
い
と
さ
れ
た
テ
ニ
ス
ン
の

詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
適
度
な
範
囲
で
踏
ま
れ
る
韻
な
ど
、
散
文
に
は
な
い
音
楽
的
要

素
が
、
詩
を
読
む
と
き
に
生
じ
る
快
い
感
情
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と

俳
句
は
詩
の
究
極
の
形
と
も
言
え
る
と
い
う
。

　

次
に
瞳
孔
反
応
の
実
験
内
容
が
詳
細
に
話
さ
れ
た
。
瞳
孔
は
自
律
神
経
が
作
用
す
る

部
位
で
、
自
分
の
意
志
で
拡
大
縮
小
は
で
き
な
い
が
、
詩
的
言
語
を
介
し
た
感
情
が
覚

醒
す
る
と
拡
大
す
る
。
こ
れ
を
利
用
し
て
、
俳
句
、
川
柳
、
標
語
を
そ
れ
ぞ
れ
四
十
句

読
み
上
げ
、
被
験
者
の
瞳
孔
の
反
応
を
調
べ
た
結
果
、
瞳
孔
は
散
文
よ
り
韻
文
に
大
き

く
拡
大
し
、
詩
や
韻
文
が
快
感
情
を
喚
起
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
言
葉
が
ど
う
し
て
詩
に
な
る
か
、
つ
ま
り
、
言
葉
は
、
な
ぜ
字
義
以
上

（
以
外
）
の
含
み
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
自

分
以
外
の
者
が
何
を
知
り
、
考
え
、
感
じ
て
い
る
か
を
的
確
に
推
察
す
る
認
知
的
共
感

と
、
他
者
の
感
情
に
呼
応
し
て
自
身
も
感
情
体
験
を
す
る
感
情
的
共
感
を
、
私
た
ち
が

バ
ラ
ン
ス
よ
く
持
つ
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
二
つ
の
共
感
は
人
生
の
長
い
時
間
を
か
け
て

獲
得
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
「
詩
の
創
作
や
鑑
賞
と
い
う
行
為
に
は
、
自
己
を
追
求

し
な
が
ら
他
者
の
思
い
に
も
心
を
寄
せ
る
と
い
う
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根

源
的
な
要
素
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
詩
が
私
た
ち
に
与
え
る
重
要
な

役
割
が
示
さ
れ
た
。

　

講
演
の
な
か
で
引
用
さ
れ
た
国
語
学
者
時
枝
誠
記
の
「
す
べ
て
の
芸
術
が
、
そ
の
媒

材
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
主
体
の
志
向
的
感
動
と
情
緒
と
を
表
現
し
よ
う
と
目

指
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
音
楽
的
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
印
象

深
か
っ
た
。
金
子
兜
太
は
『
短
詩
型
文
学
論
』
の
中
で
俳
句
の
韻
律
（
リ
ズ
ム
）
の
重

要
性
を
、
時
枝
を
は
じ
め
久
松
潜
一
な
ど
の
研
究
者
や
村
野
四
郎
、
吉
本
隆
明
ら
詩
人

の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
俳
句
は
、
音
楽
性
を
メ
ロ
デ
ィ
と
リ
ズ
ム
に
分

け
る
と
、
前
者
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
者
が
極
限
に
生
か
さ
れ
る
特
性

が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
倒
置
、
衝
撃
、
回
帰
と
い
っ
た
詩
的
手
法
に
よ
る
効
果
が
重
層

的
に
表
れ
る
と
金
子
は
い
う
。
造
型
論
の
結
実
し
た
句
と
し
て
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
金

子
の
〈
彎
曲
し
火
傷
し
爆
心
地
の
マ
ラ
ソ
ン
〉
が
強
く
心
に
残
る
理
由
は
、
音
楽
性
の

視
点
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
反
戦
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
躍
動
感
あ
る
リ
ズ
ム
に
言
葉

と
イ
メ
ー
ジ
が
ぴ
っ
た
り
と
乗
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
金
子
が
韻

律
に
「
や
わ
ら
か
体
（
て
い
）
」
と
名
付
け
て
注
目
し
た
阿
部
完
市
の
〈
ロ
ー
ソ
ク
も

っ
て
み
ん
な
は
な
れ
て
ゆ
き
む
ほ
ん
〉
〈
木
に
の
ぼ
り
あ
ざ
や
か
あ
ざ
や
か
ア
フ
リ
カ

な
ど
〉
が
も
た
ら
す
快
感
情
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
来
る
の
か
。
瞳
孔
を
は

じ
め
、
私
た
ち
の
身
体
に
ど
の
よ
う
な
反
応
が
出
て
い
る
の
か
が
気
に
な
っ
た
。

　

研
究
者
の
視
点
か
ら
の
切
り
取
り
が
と
て
も
新
鮮
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
さ
せ
ら
れ

る
講
演
で
あ
っ
た
。

小
田
島　

渚

（
銀
漢
・
小
熊
座
）

第
36
回
現
代
俳
句
東
北
大
会

「
記
念
講
演
」
は
動
画
配
信
中
で
す
　「
現
代
俳
句
協
会
　
宮
城
」
で
検
索
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▽
池
田　

義
弘
特
選　

夏
痩
の
地
球
人
類
が
重
過
ぎ
る	

嶺
岸
さ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
苺
を
摘
む
手
銃
持
つ
乙
女
か
な	

花
釜　

幾
雄

▽
江
井　

芳
朗
特
選　

銃
よ
り
も
強
き
い
の
ち
と
種
を
播
く	

浪
山　

克
彦

▽
宇
川　

啓
子
特
選　

銃
よ
り
も
強
き
い
の
ち
と
種
を
播
く	

浪
山　

克
彦

▽
佐
竹　

伸
一
特
選　

三
味
の
糸
は
る
み
ち
の
く
の
夏
祭	

八
島　
　

敏

▽
東
海
林
光
代
特
選　

野
馬
追
の
馬
上
の
少
女
風
光
る	

丸
山
千
代
子

▽
堀　
　

尚
子
特
選　

銃
よ
り
も
強
き
い
の
ち
と
種
を
播
く	

	

浪
山　

克
彦

▽
森
田
千
技
子
特
選　

ふ
ら
こ
こ
の
ふ
た
つ
は
永
久
に
す
れ
違
ふ	

丸
山
千
代
子

▽
片
倉　

俊
秀
特
選　

警
笛
を
鳴
ら
せ
青
葉
が
や
つ
て
く
る	

鶴
岡　

行
馬

▽
船
越　

み
よ
特
選　

戦
場
を
ド
ラ
マ
の
や
う
に
見
て
酷
暑	

浪
山　

克
彦

▽
大
瀬　

響
史
特
選　

非
常
口
を
探
す
旅
な
り
秋
の
蝶　

	

伊
藤　

一
男

▽
南　

美
智
子
特
選　

戦
場
を
ド
ラ
マ
の
や
う
に
見
て
酷
暑	

浪
山　

克
彦

▽
さ
い
と
う
白
沙
特
選　

戦
場
を
ド
ラ
マ
の
や
う
に
見
て
酷
暑	

浪
山　

克
彦

▽
五
日
市
明
子
特
選　

石
斛
の
花
や
茂
吉
の
聴
診
器	

八
島　
　

敏

　
　

第
59
回
現
代
俳
句
全
国
大
会
入
選
作
品

▽
五
十
嵐
秀
彦
特
選　

え
ん
ぴ
つ
の
中
に
大
樹
の
春
が
あ
る	

佐
藤　

み
ね

▽
大
瀬　

響
史
特
選　

夏
休
み
祖
母
と
眠
り
し
グ
リ
と
グ
ラ	

永
野　

シ
ン

▽
神
野　

紗
希
特
選　

梅
花
藻
の
根
を
過
ぎ
て
よ
り
水
迅
し	

永
野　

シ
ン

▽
衣
川　

次
郎
特
選　

え
ん
ぴ
つ
の
中
に
大
樹
の
春
が
あ
る	

佐
藤　

み
ね

▽
山
口　

富
雄
特
選　

瓦
礫
ま
だ
熱
持
つ
地
に
も
秋
来
た
る	

菊
池　

修
市

　
　

第
36
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
（
宮
城
県
）
入
賞
作
品

令
和
四
年
九
月
十
八
日
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
紙
上
俳
句
会
と
し
て
実
施
し
た
。

▽
秋
田
県
現
代
俳
句
協
会
長
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

戦
場
を
ド
ラ
マ
の
や
う
に
見
て
酷
暑	

浪
山　

克
彦

▽
秀

逸

賞　

銃
よ
り
も
強
き
い
の
ち
と
種
を
播
く	

浪
山　

克
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
痩
の
地
球
人
類
が
重
過
ぎ
る	

嶺
岸
さ
と
し

▽
佳

作

賞　

今
日
生
き
て
妻
と
選
び
し
夏
帽
子	

幾
世
橋　

廣

▽
中
村　

和
弘
特
選　

汝
も
我
も
カ
イ
ン
の
裔
か
蛇
を
打
つ	

髙
橋　

彩
子

▽
寺
井　

谷
子
特
選　

夏
痩
の
地
球
人
類
が
重
過
ぎ
る	

嶺
岸
さ
と
し

▽
高
野
ム
ツ
オ
特
選　

涙
と
は
吹
き
と
ば
す
も
の
大
南
風	

小
野　

道
子

▽
秋
尾　
　

敏
特
選　

軍
艦
に
す
る
な
列
島
緑
な
す	
土
屋　

遊
螢

▽
小
林　

貴
子
特
選　

繰
返
し
天
草
晒
す
日
の
斑	
菊
地　

美
紀

▽
渡
辺
誠
一
郎
特
選　

銃
よ
り
も
強
き
い
の
ち
と
種
を
播
く	

浪
山　

克
彦

▽
中
村　

孝
史
特
選　

自
然
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
夏
の
植
樹
祭	

蔦　

と
く
子

▽
成
田　

一
子
特
選　

大
海
に
く
ぢ
ら
の
歌
ふ
立
夏
か
な	

山
本　

峰
子

▽
宮
崎　
　

哲
特
選　

春
天
へ
工
夫
が
一
人
足
場
組
む	

大
坂　

宏
子

▽
坂
下　

遊
馬
特
選　

緑
夜
な
り
コ
ト
リ
と
骨
の
音
が
す
る	

土
見
敬
志
郎

▽
鈴
木　

三
山
特
選　

春
天
へ
工
夫
が
一
人
足
場
組
む	

大
坂　

宏
子

▽
春
日　

石
疼
特
選　

三
月
十
一
日
星
の
ふ
え
ゆ
く
海
の
上	

佐
藤　

み
ね

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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慶
祝

　
　

二
〇
二
二
年
宮
城
県
芸
術
祭
文
芸
賞
（
宮
城
県
知
事
賞
）　

日
下　

節
子

　
　

二
〇
二
二
年
宮
城
県
芸
術
祭
文
芸
賞
（
河
北
新
報
社
賞
）　

佐
藤　

み
ね

　
　
　
　

謹
悼

　
　

野
田
青
玲
子
（
小
熊
座
）
令
和
四
年
六
月
十
六
日
逝
去　

享
年
九
十
四
歳

　
　

梅
森　
　

翔
（　

滝　

）
令
和
四
年
十
二
月
九
日
逝
去　

享
年
八
十
三
歳

　
　

池
田　

紀
子
（
小
熊
座
）
令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日　

享
年
八
十
三
歳

　
　
　
　

総
会
案
内

　

日　

時　

令
和
五
年
三
月
二
十
六
日
（
日
）
午
後
一
時
十
五
分

　

場　

所　

パ
ル
シ
テ
ィ
仙
台　

五
階　

第
二
セ
ミ
ナ
ー
室

　
　
　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
四
丁
目
一
番
八
号

　
　
　
　
　

電
話　

〇
二
二
―
二
九
五
―
〇
四
〇
三

　

参
加
費　

千
円　

二
句
出
し
句
会

◆
今
年
の
第
三
十
七
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
は
福
島
県
で
す
。
青
森
、
岩
手
、

宮
城
と
三
年
続
け
て
当
日
大
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
開
催
さ
れ
る
こ

と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

◆
佐
佐
木
邦
子
著
『
黒
い
水
』。
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
黒
い
水
」
に
は
東
日

本
大
震
災
を
背
景
に
震
災
孤
児
を
引
き
取
っ
た
一
人
の
女
性
の
葛
藤
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
い
ま
震
災
を
日
常
的
に
語
り
合
う
姿
は
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

語
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
れ
な
い
こ
と
の
大
き
さ
に
気
づ
か
さ
れ
、
そ
の
大
き
さ

に
十
二
年
分
の
時
間
が
さ
ら
に
重
苦
し
さ
を
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

◆
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
一
年
が
経
と
う
と
し
、
世
界
各
国
間
の
緊

張
感
の
高
ま
り
が
日
に
日
に
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
性
俳
句
は
昭
和

二
十
年
代
に
議
論
が
盛
ん
で
し
た
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
で

あ
り
、
あ
え
て
社
会
性
と
括
る
こ
と
自
体
意
味
が
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
現
代
の
俳
句
表
現
に
お
い
て
積
極
的
に
思
考
す
る
こ
と
は
、
今

も
っ
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
ま
す
。
本
号
で
は
「
社
会
性
俳
句
を
考
え
る
」
と

し
て
、
島
松
柏
氏
、
泉
陽
太
郎
氏
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　
（
渚
）

編
集
室
か
ら

発	

行	

所	

宮
城
県
現
代
俳
句
協
会

　
　
　
　
　

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
発
行

発	

行	

人	

渡
辺
誠
一
郎

編	

集	

部	

坂
下
遊
馬
、
小
田
島
渚

事	

務	

局	

〒
九
八
九
―
二
三
五
一

	

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町
北
新
町
二
二
―
一
三

	

坂
下
遊
馬　

方

	

電
話
〇
二
二
三
―
三
四
―
一
七
八
一

〇
表
紙
の
写
真

光
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
仙
台
市
）

十
二
月
に
定
禅
寺
通
り
の
ケ

ヤ
キ
並
木
に
灯
り
が
点
る
。

三
十
七
回
目
を
迎
え
た
。
通
り

沿
い
の
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア

テ
ー
ク
は
世
界
的
な
建
築
家
伊

東
豊
雄
の
設
計
で
館
長
は
哲
学

者
の
鷲
田
清
一
。

う
つ
し
世
に
無
灯
の
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
／
遊
馬
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