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令和 5 年 12 月 

 

 
 

 

    
 

 

日
本
人
ら
し
い
二
十
日
間 

 
 

 

山
形
県
現
代
俳
句
協
会
会
長 

大
類
つ
と
む 

 
 

皆
さ
ん
も
同
様
か
と
思
い
ま
す
が
、
歳
と
共
に
一
年

一
年
が
ぐ
ん
ぐ
ん
短
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
は
確
か
に
時
間
に
沿
っ
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
に

違
い
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
や
や
長
く
見
て
み
る
と
そ
こ

に
遅
速
を
感
じ
る
の
は
、
や
は
り
数
字
だ
け
で
は
な
い
何

か
大
き
な
も
の
の
中
に
生
き
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

ス
ー
パ
ー
等
に
は
十
一
月
半
ば
に
ク
リ
ス
マ
ス
グ
ッ
ズ
が

店
頭
に
並
び
、
ほ
ど
な
く
し
て
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
の
中
で 

餅
や
注
連
飾
り
が
所
狭
し
と
売
り
出
さ
れ
ま
す
。
毎
年

毎
年
好
感
の
持
て
な
い
異
様
な
光
景
で
す
。 

十
月
、
二
代
目
の
会
長
を
務
め
ら
れ
た
畠
山
弘
氏
が

お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
畠
山
さ
ん
は
会
の
運
営
や

主
催
事
業
を
大
い
に
尊
重
し
つ
つ
も
、
文
芸
作
家
集
団
と

し
て
の
そ
の
作
品
の
質
に
重
き
を
置
か
れ
ま
し
た
。
ご
く

当
り
前
の
事
の
よ
う
で
す
が
、
集
団
を
組
織
し
た
時
に
忘

れ
ら
れ
が
ち
な
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
改
め
て
思
っ
て
い

ま
す
。
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

九
月
十
七
日
、
福
島
で
東
北
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

大
会
に
参
加
し
て
み
る
と
、
懐
か
し
い
方
と
の
再
会
や
初

め
て
の
方
と
の
出
会
い
が
あ
り
、「
俳
句
」
に
よ
る
縁
の
楽 

,     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
さ
と
喜
び
や
、
集
い
合
う
醍
醐
味
を
堪
能
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
思
い
と
は
真
逆
に
な
り
ま
す
が
、

会
員
の
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
開
催

は
本
県
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
来
年
度
の
当
番
県
と

し
て
紙
上
大
会
の
み
の
開
催
を
考
え
て
い
る
旨
、
東
北
地

区
の
役
員
会
に
お
い
て
申
し
述
べ
ま
し
た
。
東
北
地
区
の

一
部
の
県
を
除
き
、
本
県
と
同
様
の
問
題
を
目
の
前
に

抱
え
て
い
る
と
の
ご
意
見
が
多
数
あ
り
了
承
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
紙
上
大
会
と
は
な
り
ま
す
が
、
大
会
の
成
功
に

向
け
て
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
さ
て
、
年
末
年
始
は
儀
式
性
を
好
む
日
本
人
に
と
っ

て
最
も
日
本
人
ら
し
い
日
々
で
あ
り
、
沢
山
の
季
語
を

有
す
る
時
期
で
す
。
私
事
で
す
が
、
毎
年
の
年
末
年
始

の
二
十
日
ほ
ど
の
間
に
、
二
百
句
か
ら
二
百
五
十
句
つ

く
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
季
語

で
十
句
つ
く
っ
た
り
、
歳
時
記
に
載
っ
て
い
る
順
に
す

べ
て
の
季
語
で
つ
く
っ
た
り
と
、
自
分
か
ら
自
分
へ
の

宿
題
で
す
。
勿
論
ス
ケ
ッ
チ
程
度
の
も
の
が
殆
ど
で
す

が
、
自
分
を
苛
め
る
良
い
訓
練
で
す
。
そ
し
て
し
ば
ら

く
放
っ
て
お
い
て
改
め
て
の
推
敲
は
一
ヵ
月
半
後
ぐ

ら
い
で
し
ょ
う
か
。
身
体
か
ら
句
が
生
ま
れ
る
こ
と
を

良
し
と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
恒
例
の
自
分
に
鞭
打

つ
二
十
日
間
で
す
。 

み
な
さ
ん
も
、
一
度
お
試
し
く
だ
さ
い
。 

 

山
形
県
現
代
俳
句
協
会
会
報 

   

『
畸
形
卵
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
誘
蛾
燈
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
出
羽
晩
祷
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
出
羽
逍
遥
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
羽
州
鬼
草
紙
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
出
羽
諷
詠
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

『
出
羽
有
情
』 

 
 

〃 

 
 

〃 

H

30
年
以
前 

 
 

〃 

 
 

〃 

R
４
年
以
前 

 

〃 

 

〃 

 

畠
山 

弘 

元
会
長 

代
表
句
（
畠
山
カ
ツ
子
選
） 

 

青
い
麻
薬
を
飲
み 

銃
口
を
月
に
向
け 

尼
の 

小
径
の 

オ
ル
ガ
ン
調
の
物
語 

街
を
焼
き 

街
を
建
て 

街
を
焼
き 

去
り
ぬ 

鳥
雲
に
究
理
の
瞳
燃
ゆ
る
か
な 

濁
酒
に
酔
い
バ
イ
ロ
ン
に
酔
い
あ
る
く 

街
角
で
目
を
掏
ら
れ
た
る
十
二
月 

戒
名
の
わ
れ
は
い
ず
こ
ぞ
天
の
川 

母
は
居
ぬ
か
と
霞
の
中
の
竹
を
伐
る 

棲
み
古
り
し
出
羽
に
鬼
火
を
炎
や
す
か
な 

柴
折
戸
を
押
せ
ば
素
魂
の
落
し
文 

 

後
の
世
の
わ
れ
を
連
れ
立
つ
草
市
に 

初
霞
し
て
木
の
家
も
文
芸
も 

人
影
は
鬼
門
に
鳥
影
は
雲
に 

鬼
を
舞
う
鬼
と
呼
ば
れ
し
出
羽
人
も 

先
の
世
の
汝
は
鬼
ぞ
と
囃
す
鵙 

雪
玉
に
ま
じ
り
て
と
ん
で
人
玉
も 

れ
ん
こ
ん
の
ど
の
穴
ゆ
け
ば
少
年
期 

山
彦
が
き
て
揺
り
落
と
す
栗
の
実
を 

初
鏡
わ
す
れ
て
お
り
し
顔
あ
り
ぬ 

よ
み
が
た
き
め
く
ら
暦
の
年
明
け
ぬ 

よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
ま
た
年
を
越
す
こ
と
に 

流
れ
つ
つ
波
間
に
鬼
と
な
る
雛
も 

わ
が
影
を
曳
く
鬼
が
あ
り
二
十
日
月 

ど
こ
ま
で
が
蛇
ど
こ
ま
で
が
一
行
詩 

引
き
鶴
に
混
じ
り
て
お
ら
ん
折
鶴
も 

生
国
を
覗
い
て
あ
る
く
夜
店
の
灯 

出
陣
の
学
徒
の
ゆ
く
え
返
り
花 
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県
現
代
俳
句
協
会
吟
行
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
・
11 

鶴
岡
公
園
周
辺 

 

１  

全
天
の
黒
雲
迫
る
ほ
ど
に
雪 

 
 
 

佐
竹
伸
一 

2 

臼
餅
の
ご
と
く
白
鳥
蹲
る 

 
 
 
 
 

〃 

3 

光
芒
の
太
く
紅
葉
の
城
址
園 

 
 
 
  

 

〃 

4 

花
柊
老
い
て
そ
の
葉
の
ま
ろ
や
か
に 

堀
尚
子 

 
 

5 

雨
の
ご
と
欅
の
落
葉
致
道
館  

 
 
 
 
 
 
 

〃 

6 

珍
し
き
犬
に
曳
か
る
る
七
五
三        
〃 

7 

山
茶
花
や
尖
塔
赤
き
天
主
堂 

 
 

松
浦
廣
江 

8 

時
雨
る
れ
ば
宿
を
借
り
た
や
観
音
堂  

 

〃 

9 

七
五
三
粧
い
に
沿
う
花
手
水 

  
 
 
 
  
 

〃 

10 

曇
天
や
錦
木
紅
葉
の
美
術
館 

 
 

梅
木
啓
子 

11 

こ
の
こ
ろ
は
あ
の
頃
の
こ
と
七
五
三 
 

〃 
 
 
 
 
 
 

12 

銀
鼠
の
タ
ク
ト
大
屋
根
秋
深
し 

 
 
 
  
 

〃 
 
 

13 

旧
藩
校
受
付
に
積
ま
る
花
梨
の
実 

井
上
康
子 

14 

落
葉
風
孔
子
の
廟
を
と
り
囲
む 

 
   

〃 

15 

秋
惜
し
む
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
ひ
そ
と
あ
り
〃 

16 

山
茶
花
や
黒
き
マ
リ
ア
と
同
じ
ア
ベ 

阿
部
雅
子 

17 

致
道
館
の
孔
子
は
二
重
冬
日
差
す 

 
   

〃 

18 

く
わ
り
ん
の
実
徂
徠
の
教
え
脈
々
と 

 

〃 
 

（
太
字 

特
選
句
） 

 
 
 

 

 

【
特
選
句
作
品
鑑
賞
】 

 

１ 

全
天
の
黒
雲
迫
る
ほ
ど
に
雪 

 
 

佐
竹
伸
一 

秋
の
空
は
変
わ
り
易
い
と
言
う
の
は
、
誰
で
も
知
っ

て
い
る
が
、
今
年
は
最
近
ま
で
夏
の
様
な
気
温
が
続
い

て
い
た
の
で
雪
な
ど
降
る
筈
が
無
い
と
思
っ
て
い
た
。 

空
全
体
が
暗
く
物
凄
い
速
さ
で
雲
が
降
り
て
来
た
。

迫
っ
て
来
た
と
表
現
し
て
い
る
、
最
近
の
温
暖
化
も
あ

り
自
然
現
象
は
予
想
出
来
な
い
事
が
多
い
、
予
想
し
て

も
対
応
が
遅
く
な
り
最
悪
の
事
態
に
な
る
事
も
あ
る
。

雪
を
恐
れ
て
い
て
も
下
五
を
雪
で
締
め
た
所
に
心
意

気
を
感
じ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
浦
廣
江 

 
 
 
 

2
臼
餅
の
ご
と
く
白
鳥
蹲
る 

 
 
 
 

佐
竹
伸
一 

冬
の
使
者
白
鳥
が
飛
ん
で
い
る
姿
は
颯
爽
と
し
て

美
し
い
が
、
地
面
に
降
り
る
と
全
く
違
う
印
象
に
な
る
。

特
に
臀
部
の
重
量
感
、
安
定
感
は
何
と
も
言
え
な
い
。

「
臼
餅
」
と
は
見
事
に
言
い
得
て
、
ほ
の
か
な
ユ
ー
モ

ア
が
感
じ
ら
れ
る
。 

鶴
岡
市
大
山
の
上
池
、
下
池
に
飛
来
し
て
い
る
白
鳥

は
、
朝
早
く
餌
を
求
め
て
田
ん
ぼ
に
移
動
す
る
。
群
に

は
そ
れ
ぞ
れ
お
気
に
入
り
の
田
ん
ぼ
が
あ
る
ら
し
い
。

雪
が
積
も
る
と
田
ん
ぼ
で
餌
を
と
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
の
で
、
こ
ん
な
情
景
は
今
し
か
見
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
ロ
ー
カ
ル
色
豊
か
な
一
句
で
あ
る
。 堀

尚
子 

 ４
花
柊
老
い
て
そ
の
葉
の
ま
ろ
や
か
に 

 
堀
尚
子 

「
柊
」
と
言
え
ば
ギ
ザ
ギ
ザ
し
た
葉
と
赤
い
実
、
ク 

リ
ス
マ
ス
の
飾
り
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
吟
行
の
時
、 

現
代
俳
句
の
秀
句
を
読
む 

６ 

ま
だ
見
え
ぬ
目
で
母
を
見
て
竜
の
玉 

 

倉
橋 

羊
村 

冒
頭
の
掲
句
は
、
生
後
十
日
で
母
御
と
死
別
さ
れ
た 

作
者
の
、
母
恋
い
の
句
で
あ
ろ
う
。
長
ず
る
に
つ
け
母

へ
の
思
慕
の
情
が
高
ま
っ
て
来
た
の
だ
。 

 

氏
は
学
生
時
代
に
水
原
秋
櫻
子
の
門
下
生
に
な
り
、

藤
沢
市
で
誕
生
し
た
「
波
」
を
、
青
木
康
夫
主
宰
亡
き

後
に
乞
わ
れ
て
継
承
し
た
。
そ
の
後
各
地
に
支
部
が
出

来
て
、
全
国
展
開
に
貢
献
し
た
。
現
代
俳
句
協
会
の
副

会
長
を
永
ら
く
務
め
ら
れ
、
温
厚
な
人
柄
で
も
っ
て
学

者
肌
で
、
著
書
「
水
原
秋
櫻
子
」
他
著
書
多
数
。「
道
元
」

研
究
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

山
形
の
指
導
吟
行
句
会
で
は
、
鞄
か
ら
セ
ピ
ア
色
に 

な
っ
た
花
嫁
姿
の
ご
母
堂
様
の
写
真
を
取
り
出
し
見
せ 

て
く
だ
さ
っ
た
。
い
つ
も
持
ち
歩
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、

思
わ
ず
胸
が
詰
ま
っ
た 

 

こ
の
句
を
目
に
し
、
何
で
竜
の
玉
な
ん
だ
ろ
う
と
い 

う
疑
問
が
涌
い
た
。 

 

私
は
幼
い
頃
、
門
か
ら
玄
関
ま
で
の
竜
の
ひ
げ
の
植

え
込
み
の
中
か
ら
竜
の
玉
を
見
つ
け
出
し
、
ま
ま
ご
と

か
何
か
散
々
遊
ん
だ
後
散
ら
か
し
っ
放
し
に
し
て
お
く

も
の
だ
か
ら
、
帰
宅
し
た
父
に
よ
く
𠮟
ら
れ
た
も
の
だ
。

父
は
「
麦
門
冬
、
麦
門
冬
」
と
よ
く
口
に
し
て
い
た
の

で
、
き
っ
と
こ
の
生
薬
と
し
て
の
竜
の
玉
に
何
か
思
い

入
れ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

竜
の
玉
は
、
細
い
葉
の
重
な
り
の
茂
み
の
中
に
、
冬
、 

瑠
璃
色
の
美
し
い
球
状
の
実
を
結
ぶ
。
そ
う
か
、
美
し
い

宝
石
の
よ
う
な
竜
の
玉
は
、
作
者
に
は
母
御
の
瞳
に
見

え
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
嶋 

玲
子 
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ほ
の
か
な
香
り
の
白
い
花
も
、
老
樹
の
切
れ
込
み
を
持

た
ぬ
丸
み
の
あ
る
葉
と
も
対
面
し
て
い
な
い
た
め
興

味
津
々
の
句
。
長
い
人
生
経
験
は
、
柊
と
同
様
、
作
者

の
今
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
角
の
と
れ
た
穏
や
か
な

日
々
に
通
じ
て
い
る
。 

斎
藤
茂
吉
の
歌
に
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。 

ひ
ひ
ら
ぎ
の
白
き
小
花
の
咲
く
と
き
に 

い
つ
し
と
も
な
き
冬
は
来
む
か
ふ 

阿
部
雅
子 

 6 

珍
し
き
犬
に
曳
か
る
る
七
五
三 

 
堀
尚
子 

珍
し
い
犬
と
は
ど
ん
な
犬
か
。
ま
ず
そ
こ
で
、
は
た

と
考
え
る
。
柴
犬
や
ブ
ル
ド
ッ
ク
な
ど
の
人
口
に
膾
炙

し
た
犬
で
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
背
中
と
お
腹
の
部
分

に
毛
が
無
く
て
胴
の
長
い
珍
妙
な
犬
を
テ
レ
ビ
で
見

た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
犬
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
次

な
る
疑
問
は
、
そ
ん
な
犬
に
曳
か
れ
て
い
く
家
族
の
構

成
で
あ
る
。
犬
も
連
れ
て
の
七
五
三
な
ら
ば
、
祖
父
母

も
同
行
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
。
珍
し
い
犬
を 

先
頭
に
、
子
・
両
親
・
祖
父
母
の
三
世
代
が
畏
ま
っ
て

歩
く
姿
は
、
実
に
幸
せ
で
平
穏
な
姿
で
も
あ
る
。
読
み

手
の
想
像
力
が
膨
ら
む
よ
う
に
、
巧
み
に
構
成
さ
れ
た

秀
句
と
言
え
よ
う
。 

 
 
 
 
 
 

 

佐
竹
伸
一 

 14 

落
葉
風
孔
子
の
廟
を
と
り
囲
む 

 

井
上
康
子 

落
葉
風
が
廟
を
少
し
賑
や
か
に
し
て
い
る
。
静
の
中

に
動
き
が
あ
り
、
史
跡
と
季
語
が
良
く
合
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

梅
木
啓
子 

 

18
く
わ
り
ん
の
実
徂
徠
の
教
へ
脈
々
と 

阿
部
雅
子 

 

庄
内
藩
校
致
道
館
で
の
一
句
。
開
校
以
来
二
百
年
余

り
経
つ
今
も
荻
生
徂
徠
の
徂
徠
学
の
教
え
を
継
承
し

て
、
子
ど
も
た
ち
に
論
語
の
素
読
教
室
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
致
道
館
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
作
者
の
思

い
が
表
さ
れ
て
い
る
。
訪
れ
た
時
、
庭
の
花
梨
の
巨
木

に
大
き
な
実
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
た
。
朴
訥
な
感
じ

の
す
る
実
が
、
徂
徠
学
と
繋
が
る
よ
う
だ
。
初
句
を
「
く

わ
り
ん
」
と
仮
名
書
き
に
し
た
の
も
、
そ
の
趣
が
伝
わ

る
と
思
う
。                      

井
上
康
子 

 高
点
句
（
六
点
） 

4
花
柊
老
い
て
そ
の
葉
の
ま
ろ
や
か
に 

堀 

尚
子 

高
点
句
（
五
点
） 

2
臼
餅
の
ご
と
く
白
鳥
蹲
る 

 
 
 
 

佐
竹
伸
一 

14
落
葉
風
孔
子
の
廟
を
と
り
囲
む 

 
 

井
上
康
子 

 
吟
行
会
に
参
加
し
て 

 

今
季
一
番
の
冷
え
込
み
の
日
の
吟
行
。
完
全
防
備
で

臨
ん
だ
。
曇
天
の
鶴
岡
公
園
周
辺
の
散
策
。
生
活
圏
内

で
は
あ
る
が
、
俳
句
仲
間
と
歩
く
の
は
新
鮮
で
あ
っ
た
。

当
日
は
、
い
つ
も
の
散
歩
コ
ー
ス
の
逆
を
歩
い
た
た
め

か
、
松
や
紅
葉
の
表
情
が
違
っ
て
見
え
る
。
鶴
岡
に
こ

ん
な
素
敵
な
教
会
が
あ
っ
た
の
だ
。
タ
ク
ト
の
屋
根
も

荘
厳
。
七
五
三
で
人
の
動
き
も
い
つ
も
と
違
う
。 

披
講
時
に
「
吟
行
な
ら
で
は
の
句
だ
ね
。」
と
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
き
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し
い
私
の
吟
行
デ
ビ
ュ

ー
と
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

    

梅
木
啓
子 

                            

  

←「酒井忠次公ゆかりの地」の幟をバックに。今年 

鶴岡は入部 400年と大河ドラマの効果で盛り上 

がった。（鶴岡アートフォーラムの玄関にて） 

↑昼食の弁当をおいしくいただき、 

いよいよ句会が始まった。 
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畠
山
弘
氏
を
偲
ぶ 

 

柏
崎
青
波 

平
成
十
一
年
九
月
六
日
付
の
山
形
新
聞
に
私
の
駄

句
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
縁
に
よ
り
畠
山
先
生
主
宰
の

「
爐
」
に
入
会
、
終
刊
・
百
二
十
三
号
（
平
成
二
十
七

年
十
二
月
十
日
発
行
）
ま
で
投
句
し
指
導
を
受
け
た
。

二
十
二
年
間
の
文
通
と
、
直
接
お
会
い
し
て
の
句
会
。

そ
の
明
晰
緻
密
な
頭
脳
に
は
敬
服
す
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。 

「
爐
」
終
刊
後
も
、
先
生
の
体
調
を
気
遣
い
案
じ
つ

つ
指
導
を
受
け
た
。「
こ
の
句
は
断
定
が
い
い
か
、
限
定

が
い
い
か
」「
こ
れ
は
ダ
メ
」「
こ
れ
は
散
文
」「
俳
句
は

こ
こ
か
ら
」「
屈
折
が
ほ
し
い
」「
中
七
の
フ
レ
ー
ズ
は

見
事
」
な
ど
な
ど
直
球
で
あ
っ
た
。
手
直
し
は
な
か
っ

た
。
私
に
と
っ
て
先
生
は
育
て
の
親
で
あ
る
。
今
で
も

耳
朶
に
「
寿
宣
さ
ん
、
寿
宣
さ
ん
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ

え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

そ
も
そ
も
、
仏
界
と
は
自
分
の
限
界
を
突
破
し
た
と

こ
ろ
に
現
れ
て
く
る
命
で
あ
る
。
人
は
、
自
己
の
命
を

惜
し
む
ゆ
え
に
、
惰
性
に
よ
る
現
状
維
持
に
安
ん
じ
、

な
か
な
か
仏
界
の
命
は
湧
現
さ
れ
な
い
。
し
か
し
先
生

は
九
界
の
域
を
突
破
し
た
姿
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

絶
筆
と
も
い
え
る
手
紙
に
は
、
「
い
つ
も
の
よ
う
に

朱
筆
を
入
れ
ま
し
た
。
目
が
段
々
薄
く
な
り
自
分
の
書

い
た
字
が
ま
っ
た
く
読
め
な
く
な
り
、
た
め
に
柏
崎
さ

ん
に
わ
か
る
か
心
配
で
す
。
病
院
に
行
く
の
も
お
っ
く

う
で
、
た
だ
考
え
て
い
る
こ
と
を
万
年
筆
で
書
き
取
る
、

す
な
わ
ち
短
詩
型
に
か
か
わ
り
つ
づ
け
て
来
た
、
功
徳

を
感
ず
る
こ
と
し
き
り
で
す
。
虫
の
音
が
家
の
周
囲
で

は
し
き
り
で
い
や
さ
れ
ま
す
。
」
と
あ
っ
た
。 

奇
し
く
も
新
庄
市
内

の
中
学
校
長
の
依
頼
で

七
月
二
十
日
に
生
徒
七

十
名
に
俳
句
の
講
義
を

し
、
先
生
の
教
え
を
伝
え

ら
れ
た
こ
と
が
一
つ
の

恩
返
し
と
も
思
え
る
。 

新
聞
で
先
生
の
訃
報

を
知
り
車
で
駆
け
つ
け
、

十
月
三
十
一
日
午
前
十

時
に
お
目
に
か
か
る
こ

と
が
で
き
た
。
穏
や
か
な

寝
姿
に
新
た
な
悲
し
み

が
こ
み
あ
げ
、
惜
し
み
き
れ
な
い
寂
寥
の
念
を
禁
じ
得

な
か
っ
た
。
奥
様
の
嘆
き
は
い
か
ば
か
り
か
と
痛
恨
の

極
み
で
す
。 

 
先
生
、
長
い
間
本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
ど
う
か

ゆ
っ
く
り
休
ん
で
疲
れ
を
癒
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
日 

先
生
五
・
七
日
忌
の
砌

み
ぎ
り 

弘
氏
に
白
衣
掛
け
や
る
十
一
月 柏

崎
青
波 

合
掌 

 

新
入
会
員
紹
介 

 

う
に
が
わ 

え
り
も 

氏
（
山
形
市
在
住
） 

 

第
13
回
鬼
貫
青
春
俳
句
大
賞
。
第
８
回
北
斗
賞
佳

作
。
短
歌
も
詠
む
、
期
待
の
新
鋭
会
員
で
す
。 

事
務
局
よ
り 

 

八
月
二
十
日
、
山
形
県
現
代
俳
句
協
会
の
役
員
会
を

山
形
市
に
お
い
て
開
催
し
、
来
年
度
の
東
北
大
会
に
つ

い
て
協
議
し
ま
し
た
。
慎
重
審
議
の
結
果
、
会
員
と
役

員
の
高
齢
化
が
進
み
、
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
も
困
難
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
紙
上
大
会
に
限
定
し
て
の
開
催
と
す
る

旨
を
決
議
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
会
長
が
九
月

十
七
日
の
東
北
地
区
役
員
会
に
お
い
て
、
本
県
の
意
向

を
伝
え
、
了
承
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
紙
上
大

会
と
は
い
え
、
多
く
の
準
備
と
協
力
が
必
要
で
す
。
詳

細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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令
和
五
年
十
二
月
発
行 

発 

行 

人 
 

大
類
つ
と
む 

発 

行 

所 
 

山
形
県
現
代
俳
句
協
会 

           
 

〒
九
九
七-

四
二
二
七 

 
 

 
 

 
 

尾
花
沢
市
中
町
五―

二
〇 

事 

務 

局 
 

〒
九
九
〇-

一
五
五
二 

朝
日
町
常
盤
に
五
二―

一 

佐
竹
伸
一 

 
 

 
 

 
 

 

編
集
後
記 

今
年
は
熊
の
出
没
情
報
が
多
か
っ
た
。
人
間
も

熊
も
生
き
抜
く
為
に
食
と
居
場
所
は
大
事
で
あ

る
。
人
間
が
自
然
と
共
存
し
な
が
ら
生
き
て
い
く

た
め
に
更
な
る
知
恵
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
浦
廣
江 

 
 
 
 
 
 


