
大
分
県
現
代
俳
句
協
会
の
第
34

回
定
期
総
会
を
本
年
2
月
12
日

（
月
・
休
日
）
の
10
時
半
か
ら
、

大
分
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
の
３
０
２
会

議
室
で
開
催
し
ま
す
。
毎
回
、
ト

キ
ハ
・
県
庁
側
に
あ
る
コ
ン
パ
ル

ホ
ー
ル
と
勘
違
い
す
る
人
が
い
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
総
会
は
前
年
度
の
活
動
報

告
、
本
年
度
の
事
業
内
容
の
決
定
、

お
よ
び
役
員
の
改
選
が
お
も
な
任

務
で
す
。
恒
例
に
な
っ
た
午
後
の

懇
親
句
会
を
含
め
、
総
会
に
出
席

す
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
協
会

を
自
分
た
ち
で
創
る
と
い
う
俳
句

運
動
の
基
本
に
参
加
す
る
こ
と
で

あ
り
、
俳
句
を
よ
り
深
く
実
感
す

る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
ｄ
貴
重

な
時
間
を
割
い
て
参
加
す
る
価
値

の
あ
る
「
総
会
」
を
創
ろ
う
と
事

務
局
で
は
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

昨
年
度
は
コ
ロ
ナ
以
降
は
じ
め

て
、
有
人
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
で

き
た
記
念
す
べ
き
年
に
な
り
ま
し
た
。

60
名
が
参
加
し
た
ア
ー
ト
プ
ラ
ザ
に

お
け
る
「
第
33
回
大
分
県
現
代
俳
句

大
会
」
、
60
人
を
集
め
た
「
第
20
回

県
協
会
吟
行
俳
句
大
会
in
こ
こ
の
え
」
、

26
名
の
参
加
で
開
催
し
た
6
年
ぶ
り

の
「
現
代
俳
句
勉
強
会
」
等
々
、
い

ず
れ
も
コ
ロ
ナ
禍
の
疲
弊
を
感
じ
さ

せ
な
い
熱
気
の
あ
る
も
の
に
な
り
ま

し
た
。

本
年
度
は
こ
れ
ら
の
成
果
の
上
に

協
会
の
影
響
力
を
県
の
内
外
に
さ
ら

に
推
し
進
め
る
活
動
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
総
会
に
は
会
員
以
外
の
方
も
出

席
で
き
ま
す
。
（
発
言
は
で
き
ま
す

が
決
議
権
は
あ
り
ま
せ
ん
）
お
誘
い

合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

総
会
の
あ
と
は
昼
食
を
挟
ん
で
、

懇
親
句
会
を
開
催
し
ま
す
。
事
前
に

各
自
2
句
の
投
句
が
必
要
で
す
。

（
本
誌
２
P
参
照
）
投
句
せ
ず
に
見

学
す
る
方
も
歓
迎
し
ま
す
。

有
料
の
地
下
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
。

第130号
令和6年1月31日

現
代
俳
句
協
会
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報

大

分

県

人ごゑを拒む高さに芒枯 山田弘子

現代俳句歳時記 【枯芒（カレススキ）】

枯尾花（かれおばな）とも。10月頃に花穂をいっぱいにつけた芒は
穂絮を風で飛ばし次第に立ち枯れてゆく。寒風になびく枯芒は、昔
から日本人に儚さ、わびしさを感じさせてきた。

2
月
12
日(

休)

10
時
半
開
会

大
分
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル

総
会
を
成
功
さ
せ
よ
う
！

午後は参加者で懇親句会

写真と文：足立 攝



〈
１
５
点
〉

着
崩
れ
を
闇
に
あ
ず
け
て
踊
り
け
り

山
口

雀
昭

〈
１
４
点
〉

秋
天
へ
重
い
も
の
か
ら
捨
て
て
ゆ
く

赤
嶺

信
子

ゆ
く
秋
の
三
歩
先
行
く
記
憶
力甲

斐
加
代
子

鶴
折
り
て
も
折
り
て
も
足
り
ぬ
八
月
よ

有
永
真
理
子

〈
１
３
点
〉

食
べ
ご
ろ
を
逃
れ
し
オ
ク
ラ
天
を
突
く

赤
峰
佐
代
子

心
配
の
種
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
唐
辛
子足

立

町
子

〈
１
２
点
〉

で
で
虫
や
来
世
は
翅
を
つ
け
て
飛
べ

髙
橋

玲
子

ふ
り
返
る
た
め
の
坂
道
葛
の
花石

橋
紀
公
子

〈
１
１
点
〉

柿
熟
し
身
の
混
沌
を
抜
け
出
せ
ず

吉
田

素
子

〈
１
０
点
〉

ひ
ま
わ
り
の
鬱
戦
争
が
終
ら
な
い

宮
川
三
保
子

も
ぎ
た
て
の
ト
マ
ト
生
真
面
目
す
ぎ
る
の
よ

鎌
倉
真
由
美

満
月
の
妖
し
き
中
へ
老
い
て
ゆ
く

園
田

武
子

鯖
寿
司
を
買
っ
て
上
り
の
七
号
車

髙
倉

直
人

〈
９
点
〉

い
つ
も
よ
り
母
が
や
さ
し
い
野
分
け
の
夜

足
立

町
子

無
花
果
よ
庭
に
小
さ
き
エ
デ
ン
あ
り

藤

万
葉

太
陽
を
閉
じ
こ
め
て
い
る
ト
マ
ト
か
な

安
森

範
明

実
ざ
く
ろ
が
空
の
青
さ
へ
は
み
出
し
ぬ

石
橋
紀
公
子

独
り
居
に
い
つ
し
か
友
と
な
る
金
魚

髙
橋

玲
子

〈
８
点
〉

千
の
風
受
け
て
枯
野
は
さ
わ
ぎ
だ
し

御
手
洗
豊
海

暗
誦
は
一
行
だ
け
の
法
師
蝉

上
田
た
か
し

主
婦
と
い
う
服
を
脱
ぎ
置
く
夏
の
果
て

鎌
倉
真
由
美

夏
厨
強
き
女
の
ふ
く
ら
は
ぎ

菅

登
貴
子

春
愁
を
ち
ょ
っ
と
置
き
去
る
喫
茶
店

赤
嶺

広
史

悔
し
さ
も
生
き
る
力
や
蝉
の
爪髙

橋

玲
子

田
を
守
り
村
を
護
り
て
風
薫
る福

井
ト
ミ
子

ひ
と
こ
と
を
言
え
な
い
ま
ま
に
冬
の
薔
薇

本
田

圭
子

放
棄
地
の
芒
は
風
に
抗
い
て

井
上

則
子

〈
７
点
〉

敬
老
日
あ
た
り
ま
え
と
言
う
贅
沢

佐
藤

律
子

山
じ
ゅ
う
が
燃
え
て
命
が
連
鎖
す
る

坂
本

一
光

売
れ
残
る
い
わ
し
の
翳
に
あ
る
汚
水

上
田
た
か
し

冬
近
し
薪
を
割
る
音
透
き
と
お
る

立
花
眞
由
美

長
電
話
遠
く
で
同
じ
月
を
み
て赤

嶺

信
子

2

令
和
五
年
度

第
二
回
雑
詠
句
会

結
果
発
表

稲
を
刈
る
た
び
に
小
さ
く
な
る
故
郷

〈
21
点
〉
足
立

攝

定
期
総
会
後
の
懇
親
句
会

＝
作
品
募
集
＝

◇
本
誌
一
面
で
案
内
の
懇
親
句
会

の
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
当
季
雑

詠
作
品
２
句
を
ハ
ガ
キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

メ
ー
ル
等
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

◇
会
員
、
会
員
外
を
問
い
ま
せ
ん

が
総
会
参
加
の
人
限
定
で
す
。

◇
締
切
は
二
月
五
日
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
二
月
十
日
ま
で
受
け
つ

け
ま
す
。
事
務
局
足
立
ま
で
。

引
き
算
の
余
生
抱
え
て
秋
深
む

〈
20
点
〉
甲
斐
加
代
子

村
じ
ゅ
う
の
夕
日
集
め
て
稲
を
刈
る

〈
19
点
〉
足
立

町
子



平
成
29
年
（
二
○
一
七
年
）
以
来
休

止
さ
れ
て
い
た
現
代
俳
句
勉
強
会
が
9

月
30
日
（
土
）
大
分
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

で
開
催
さ
れ
、
有
村
会
長
、
足
立
幹
事

長
ほ
か
26
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

勉
強
会
は
事
前
に
投
句
と
選
句
を
済

ま
し
、
当
日
は
そ
の
集
計
を
配
り
、
高

点
句
か
ら
順
次
検
討
に
入
り
ま
し
た
。

勉
強
会
は
半
数
以
上
が
新
会
員
で
し
た

が
、
み
ん
な
が
発
言
し
活
発
な
討
論
に

な
り
ま
し
た
。
新
会
員
の
質
問
に
は
有

村
会
長
や
牧
野
桂
一
氏
な
ど
の
実
力
者

が
丁
寧
に
答
え
て
い
ま
し
た
。

句
会
で
は
、
初
心
者
は
初
心
者
で
も

分
か
る
作
品
を
選
ぶ
こ
と
。
従
っ
て
高

得
点
の
作
品
が
必
ず
し
も
良
い
作
品
で

な
い
こ
と
や
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
選
ぶ

と
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
の
と
正
反
対

の
作
品
を
選
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

こ
と
な
ど
が
実
例
を
あ
げ
て
示
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
「
原
潜
の
影
あ
を
あ
を

と
海
月
泛
く
」
「
秋
晴
と
口
に
出
し
た

ら
鳥
に
な
る
」
「
人
間
の
顔
の
切
れ
味

冷
奴
」
な
ど
の
句
意
に
つ
い
て
も
質
問

が
出
て
、
作
者
以
外
の
人
が
答
え
て
い

ま
し
た
。
文
芸
は
発
表
さ
れ
た
と
き
か

ら
読
者
の
も
の
な
の
で
、
作
者
の
制
作
意

図
が
答
え
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
学
び
ま

し
た
。
参
加
者
の
作
品
は
以
下
の
通
り
。

片
減
り
の
墨
の
う
す
ら
香
父
の
日
よ

（
立
花
眞
由
美
）

原
潜
の
影
あ
を
あ
を
と
海
月
泛
く

（
牧
野

桂
一
）

朝
顔
や
ま
だ
軒
先
に
母
の
顔

（
赤
嶺

広
史
）

秋
晴
と
口
に
出
し
た
ら
鳥
に
な
る

（
足
立

攝
）

傘
立
て
の
杖
の
出
番
や
霜
日
和

（
早
澤
ま
り
子
）

人
間
の
顔
の
切
れ
味
冷
奴（

有
村

王
志
）

短
日
の
道
に
迷
ひ
し
交
差
点

（
吉
田

素
子
）

白
扇
や
お
よ
び
の
リ
ズ
ム
三
拍
子

（
内
田
ト
シ
子
）

秋
海
棠
頭
を
垂
れ
て
誰
を
待
つ

（
藤
沢

泉
渓
）

目
隠
し
の
小
さ
き
指
や
福
笑
い

（
藤

万
葉
）

虫
の
音
や
苦
も
楽
も
無
く
一
日
終
ゆ

（
幸
谷

恵
子
）

遠
い
日
の
母
と
月
夜
の
下
駄
の
音

（
井
上

則
子
）

逆
上
が
り
の
少
年
が
抱
く
鰯
雲

（
白
土

正
江
）

三
女
で
す
糸
瓜
の
よ
う
な
お
ん
な
で
す

（
足
立

町
子
）

か
あ
さ
ん
幸
せ
で
し
た
か
曼
珠
沙
華

（
天
田

泉
美
）

方
円
の
世
に
随
わ
ず
柳
絮
飛
ぶ

（
田
中

充
）

襟
足
を
短
く
揃
え
今
日
の
秋

（
石
橋
紀
公
子
）

秋
の
羅
漢
寺
わ
れ
も
仏
の
一
人
な
り

（
赤
峯

友
子
）

当
協
会
の
中
山
宙
虫
氏
が
主
宰
誌
で
あ

る
霏
霏
Ⅱ
の
13
号
「
冬
号
」
を
発
行
し
ま

し
た
。
今
号
も
俳
句
作
品
、
エ
ッ
セ
ー
、

評
論
な
ど
充
実
し
て
い
ま
す
。

街
に
出
る
味
方
は
秋
の
雨
ば
か
り

椎
の
実
を
踏
む
音
雨
後
の
港
ま
で

冬
夕
焼
街
に
善
意
を
貯
め
る
箱

（
宙
虫
氏
作
・
編
集
部
抄
出
）

3

会
場
の
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
に
２
６
名

霏
霏
Ⅱ
中
山
宙
虫
氏



結
論
か
ら
言
え
ば
、
選
句
・
選
評
の
こ

の
両
方
に
対
し
て
の
特
効
薬
は
存
在
し
な

い
と
思
い
ま
す
。
敢
え
て
言
え
ば
、
自
分

の
好
み
。
好
き
な
俳
句
を
選
び
、
選
評
は
、

そ
の
理
由
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。勿

論
、
俳
句
が
集
積
の
文
学
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
初
心
者
か
ら
、
ベ
テ
ラ
ン
と

言
え
る
人
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
修
練
の
結
果

の
「
選
句
・
選
評
」
に
は
な
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
が
腐
心
し
て
作
品
を
作
り
、
選
句

を
し
、
人
の
選
評
を
読
む
な
ど
を
積
み
重

ね
て
い
く
こ
と
に
つ
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
記
述
す
る
と
い
う
よ
り
当

た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
協

会
と
し
て
は
、
先
の
勉
強
会
の
提
供
な
ど

は
大
変
効
果
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
作
品
を
ベ
テ
ラ
ン
・
中
堅
・

初
心
者
な
ど
に
分
け
て
二
百
字
程
度
の
選

評
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
場
づ
く
り
の
提

供
は
、
効
果
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
解
釈
も
あ
る
の
か
と
い
っ
た

多
様
な
選
評
に
よ
る
相
乗
効
果
が
期
待
で

き
ま
す
。

そ
の
場
合
の
例
と
な
る
作
品
は
、
現
代

俳
句
全
国
大
会
の
大
会
賞
等
々
、
選
択
句

は
沢
山
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
企
画
を

事
務
局
に
お
願
い
し
て
お
き
ま
す
。

「
Ａ
Ⅰ
一
茶
く
ん
」
は
ま
だ
選
句
が
で

き
な
い
ら
し
い
。
一
茶
く
ん
に
選
句
を
さ

せ
る
に
は
秀
句
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区

別
す
る
基
準
を
数
値
化
し
て
与
え
る
必
要

が
あ
る
（
ら
し
い
）
が
、
こ
れ
が
な
か
な

か
難
し
い
（
ら
し
い
）
。
そ
う
だ
ろ
う
な

あ
と
思
う
。
私
の
場
合
も
俳
句
を
作
る
よ

り
選
ぶ
方
に
い
っ
そ
う
努
力
が
要
る
。
秀

句
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
な
ど
実
の

と
こ
ろ
私
に
は
よ
く
解
っ
て
い
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
秀
句
の
条
件
と
し
て
「
季

語
が
生
き
て
い
る
か
、
写
生
は
で
き
て
い

る
か
、
実
感
が
あ
る
か
」
等
を
挙
げ
る
人

も
多
く
、
初
学
の
人
に
は
こ
れ
は
こ
れ
で

解
り
易
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
生
や
実

感
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
る
と

「
詩
」
の
生
ま
れ
る
隙
間
が
な
く
な
り
累
々

と
類
句
を
産
み
千
年
変
わ
ら
ぬ
選
を
し
続

け
る
事
に
も
な
り
か
ね
な
い
よ
う
な
そ
ん

な
恨
み
も
残
り
そ
う
だ
。
私
は
一
応
こ
れ

ま
で
類
句
・
類
想
は
採
ら
な
い
こ
と
と
、

作
者
の
発
見
は
あ
る
か
と
い
う
点
に
注
目

し
て
選
を
し
て
き
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
と
て
か
な
り
い
い
加
減
で
類
句
に
し

て
も
独
自
性
に
し
て
も
た
だ
私
が
知
ら
な

か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
し
、
加
え
て
、

例
え
ば
浅
学
の
悲
し
さ
で
古
事
が
背
景
に

あ
る
句
を
読
み
切
れ
な
か
っ
た
り
等
々
、

あ
ま
り
胸
を
張
れ
る
選
を
し
て
こ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
で
も
さ
か
し
ら
に
「
季
語
が
動
き
ま

す
ね
」
「
作
者
が
見
え
ま
せ
ん
」
と
言
い

散
ら
か
し
て
き
た
自
分
が
今
つ
く
づ
く
と

恥
ず
か
し
い
。
そ
の
よ
う
な
過
去
の
反
省

も
あ
っ
て
か
、
こ
の
ご
ろ
の
私
の
選
句
を

つ
ら
つ
ら
分
析
し
て
み
る
と
な
ん
だ
か
自

分
の
「
好
き
な
句
」
ば
か
り
採
っ
て
い
る

気
が
す
る
。
「
よ
く
で
き
て
い
る
け
れ
ど

好
き
で
は
な
い
句
」
は
そ
っ
と
選
か
ら
外

す
よ
う
な
そ
ん
な
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。

も
し
か
し
た
ら
加
齢
が
原
因
か
も
し
れ
な

い
が
。
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大
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県
現
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こ
と
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藤
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し
か
し
な
が
ら
「
好
き
」
と
い
う
判
断

基
準
に
全
く
自
信
が
無
い
わ
け
で
も
な
い
。

好
き
嫌
い
は
、
私
と
い
う
人
間
が
持
つ
情

報
の
集
積
の
上
に
成
り
立
つ
判
断
基
準
で

は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
う
。
七
十
年
の
間

に
五
感
で
受
け
取
っ
た
様
々
な
情
報
だ
け

で
な
く
、
母
や
祖
母
や
は
る
か
家
系
を
遡

る
情
報
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
も

し
数
値
化
で
き
れ
ば
た
ぶ
ん
膨
大
な
量
に

及
び
そ
う
だ
。
Ａ
Ⅰ
一
茶
く
ん
も
更
に
大

量
の
情
報
が
与
え
ら
れ
、
い
ず
れ
選
句
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
け
れ
ど
、

私
達
俳
句
人
（
は
い
く
び
と
）
ひ
と
り
ひ

と
り
の
体
の
中
に
あ
る
情
報
の
量
も
た
ぶ

ん
そ
れ
に
引
け
を
取
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
「
好
き
」
は
、
そ
の
情
報
が
個
々
そ

れ
ぞ
れ
に
於
い
て
混
ざ
り
合
い
攪
拌
さ
れ

濾
過
さ
れ
抽
出
さ
れ
た
か
な
り
純
度
の
高

い
判
断
基
準
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は

思
う
の
で
あ
る
。

歳
を
と
る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
億
劫

に
な
る
け
れ
ど
、
選
句
に
於
い
て
私
が
一

つ
だ
け
自
分
に
課
し
て
い
る
の
は
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
好
き
な
句
」
は
必
ず

採
る
こ
と
。

そ
し
て
選
評
を
書
い
て
み
る
こ
と
。
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
評
を
書
い
て
行
く
う
ち

に
句
の
意
味
が
解
っ
た
り
、
そ
の
句
の
持

つ
感
覚
に
近
い
思
い
が
兆
す
こ
と
も
あ
る
。

た
ぶ
ん
誰
も
、
自
分
を
超
え
る
句
は
詠

め
な
い
け
れ
ど
、
採
る
こ
と
は
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
好
き
」

に
自
信
を
持
ち
真
摯
に
句
に
向
き
合
う
と
、

選
ん
だ
句
が
そ
の
人
の
俳
句
世
界
を
広
げ

て
く
れ
る
そ
ん
な
僥
倖
に
も
た
ま
に
巡
り

会
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
う
。

私
の
加
齢
は
加
速
す
る
が
草
稿
用
紙
を

開
く
時
の
と
き
め
き
は
常
に
鮮
し
く
、
選

句
は
常
に
難
し
く
、
選
評
を
述
べ
あ
う
時

間
は
三
十
年
変
わ
ら
ず
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン

グ
で
あ
る
。

選
句
と
は
作
品
の
優
劣
を
つ
け
る
こ
と

で
は
な
く
、
鮮
し
い
自
分
に
出
会
う
扉
を

自
分
で
見
つ
け
る
た
め
に
あ
る
よ
う
に
こ

の
ご
ろ
は
感
じ
て
い
る
。

「
選
は
創
作
な
り
」
こ
れ
は
言
わ
ず
と

知
れ
た
虚
子
の
名
言
、
と
言
う
よ
り
広
く

知
ら
れ
た
言
葉
だ
。

選
句
を
も
軽
ん
じ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い

う
警
告
に
重
点
が
あ
る
の
か
も
。
今
回
、

「
連
載
俳
句
講
座
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、

事
務
局
よ
り
表
題
に
つ
い
て
述
べ
よ
、
と

の
要
請
が
あ
り
少
々
戸
惑
っ
た
。
事
務
局

長
の
書
面
に
あ
る
様
に
「
数
々
の
入
門
書

に
、
選
句
の
仕
方
、
に
言
及
し
た
も
の
は

殆
ど
皆
無
の
状
態
で
す
。
」

選
句
の
仕
方
に
、
偶
然
わ
た
し
と
同
じ

事
を
し
て
い
る
高
名
な
仲

寒
蝉
が
い
て

同
感
し
た
。
第
二
十
四
回
現
代
俳
句
協
会

年
度
作
品
賞
選
考
経
過
報
告
の
文
中
に
あ
っ

た
。
応
募
作
品
各
人
三
十
句
、
一
八
六
編

の
応
募
作
品
の
選
句
・
選
評
で
大
変
な
仕

事
量
で
あ
っ
た
ろ
う
。
寒
蝉
氏
の
選
考
要

旨
を
引
用
す
る
。

─
─
「
目
覚
め
さ
す
」
で
は
表
題
に
不
満

が
あ
っ
た
が
〇
を
付
け
た
句
が
十
二
句
と

最
多
で
あ
っ
た
。
「
転
居
」
も
〇
が
十
一

句
と
遜
色
の
な
い
評
価
だ
っ
た
。

他
の
人
の
作
品
に
は
〇
以
外
に
×
を
付
け

た
。
」
と
あ
っ
た
。
小
生
の
選
句
法
は
〇

×
に
加
え
△
を
使
用
す
る
事
に
よ
っ
て
遺

漏
を
防
ぐ
様
に
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
の

試
合
で
は
な
い
が
、
対
象
全
句
を
予
選
し

粗
選
（
あ
ら
よ
り
）
を
す
る
。
第
一
印
象

が
案
外
当
っ
て
い
る
こ
と
が
、
入
選
結
果

の
発
表
で
判
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
何
句

選
な
の
か
の
規
定
数
を
、
準
決
勝
と
し
て
、

気
に
入
ら
な
い
×
を
、
そ
し
て
△
の
句
を

目
印
に
削
っ
て
ゆ
き
、
規
定
選
句
数
を
決

定
す
る
。
次
に
大
切
な
こ
と
は
、
済
ん
だ

選
句
を
す
ぐ
に
発
表
し
た
り
、
提
出
先
に

投
函
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
選
句
等
に
慌
て
な
い
よ
う
早
く
か
ら

取
り
か
か
る
こ
と
。
理
由
は
、
選
句
・
選

評
の
結
果
を
「
し
ば
ら
く
寝
か
し
て
お
く
」

つ
ま
り
熟
成
期
間
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
俳
句
を
提
出
す
る
場
合
は
よ

り
一
層
大
切
で
あ
る
。

自
分
の
選
ん
だ
自
作
品
、
ま
た
他
人
の

作
品
の
選
句
で
も
、
三
、
四
日
も
経
過
す

る
う
ち
に
、
し
ま
っ
た
、
あ
の
句
よ
り
こ

の
句
の
方
が
良
か
っ
た
の
に
、
と
後
悔
し

た
経
験
の
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
。

や
や
難
か
し
く
な
る
か
知
れ
な
い
が
、

選
句
の
悪
し
き
照
準
を
並
べ
る
と
、
類
句
、

説
明
、
報
告
、
陳
腐
、
通
俗
、
観
念
的
、

ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
が
あ
る
。

一
般
受
け
す
る
こ
と
ば
に
、
俳
句
も
芸

術
な
ら
個
性
的
で
あ
り
脱
俗
風
流
な
の
が

よ
い
、
が
あ
る
。

こ
れ
も
一
つ
の
真
理
で
あ
る
が
、
俳
句

は
詩
や
小
説
の
様
に
た
だ
一
人
で
成
立
す

る
文
芸
で
は
な
い
。
作
者
は
も
と
よ
り
、

加
え
て
鑑
賞
者
に
責
任
の
半
分
が
負
わ
さ

れ
、
二
者
が
平
等
民
主
で
作
る
。
世
界
で

類
例
を
見
な
い
日
本
独
特
の
文
学
作
法
だ
。

即
ち
選
句
に
よ
っ
て
一
句
の
価
値
が
左
右

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
難
解
で
駄

目
と
評
価
を
誤
ま
ら
な
い
た
め
に
は
県
現

俳
協
の
会
報
句
報
に
多
く
触
れ
、
目
を
肥

や
す
必
要
が
あ
る
。
気
障
に
言
え
ば
教
養

5
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句
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が
な
く
て
は
正
し
い
選
句
・
評
価
は
お
ぼ

つ
か
な
い
。
勉
強
を
し
な
い
で
お
い
て
、

一
句
の
難
易
、
不
出
来
は
専
ら
作
者
の
せ

い
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
を
あ
げ
よ
う
。

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡
（
芭
蕉
）

俳
聖
芭
蕉
の
わ
り
に
分
か
り
易
く
て
物

足
り
な
い
、
と
思
わ
な
い
こ
と
。

こ
の
句
は
源
義
経
を
か
ば
っ
た
東
北
の

藤
原
三
代
の
栄
枯
一
睡
の
夢
が
あ
る
。

「
奥
の
細
道
」
冒
頭
の
「
月
日
は
百
代
の

過
客
に
し
て
往
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な

り
」
と
い
う
流
転
の
姿
に
詩
情
が
喚
起
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
背
景
。
更
に
表
現
手

法
と
し
て
は
、
芭
蕉
が
尊
崇
し
て
や
ま
な

か
っ
た
中
国
唐
時
代
の
詩
人
、
杜
甫
の

「
春
望
」
を
い
う
漢
詩
「
国
破
れ
て
山
河

在
り
、
城
春
に
し
て
草
木
深
し
」
が
背
景

に
敷
か
れ
て
い
る
。

よ
く
眠
る
夢
の
枯
野
が
青
む
ま
で
（
兜
太
）

こ
の
有
名
な
句
も
、
「
よ
く
眠
る
」
は

芭
蕉
の
辞
世
の
句
（
病
中
吟
）
に
発
し
て

お
り
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め

ぐ
る
（
芭
蕉
）
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
芭

蕉
は
死
出
の
旅
を
夢
想
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
兜
太
は
よ
く
眠
っ
て
青
野
の
芽
吹

き
と
俳
句
で
競
演
す
る
の
だ
、
と
明
日
を

向
く
。

以
上
の
二
例
の
様
に
、
そ
の
句
の
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
に

よ
っ
て
初
め
て
一
句
の
価
値
が
上
下
す
る
。

俳
句
は
奥
が
深
い
と
は
、
背
景
を
省
略
し

て
凝
縮
し
て
い
る
か
ら
だ
。

選
句
の
難
易
や
選
句
力
に
つ
い
て
、
作

句
力
を
超
え
た
選
句
力
は
無
い
、
と
は
一

般
論
で
は
言
え
よ
う
。
で
も
、
バ
イ
オ
リ

ン
を
弾
け
な
い
者
で
も
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の

音
楽
に
心
酔
で
き
な
い
事
は
な
か
ろ
う
。

作
句
は
下
手
で
も
秀
句
に
感
心
で
き
な
い

事
は
な
か
ろ
う
。
角
川
俳
句
誌
の
座
談
会

に
次
の
発
言
を
見
た
─
─
他
の
句
会
に
初

心
者
句
会
を
特
設
し
て
い
る
が
、
最
初
か

ら
い
い
句
に
会
わ
な
い
と
何
時
迄
た
っ
て

も
上
達
し
な
い
─
─
と
い
う
も
の
。
自
分

の
背
丈
で
気
に
入
っ
た
選
句
を
し
、
そ
の

自
己
評
価
は
入
賞
作
品
と
比
較
検
討
し
て

み
る
く
ら
い
で
十
分
と
思
う
。
祈
御
精
進
。

選
句
は
、
確
か
に
難
し
い
。
句
会
や
俳

句
大
会
な
ど
選
者
と
し
て
の
立
場
が
違
っ

て
と
ま
ど
う
こ
と
が
多
い
。
互
選
の
句
会

も
あ
れ
ば
、
特
定
選
者
で
の
選
句
も
あ
る
。

し
か
し
、
経
験
豊
富
な
先
人
た
ち
の
選

も
全
く
の
初
心
者
た
ち
の
選
も
基
本
は
同

じ
。
自
分
が
好
き
な
句
で
あ
る
。
経
験
を

踏
ま
え
て
く
る
と
そ
の
内
容
や
作
風
や
形

式
な
ど
に
目
が
行
く
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

間
違
い
な
く
選
句
の
目
は
育
っ
て
い
く
。

選
句
を
す
る
際
の
自
分
な
り
の
ポ
イ
ン
ト

を
あ
げ
て
み
た
い
。

「
好
き
な
句
」
そ
し
て
「
気
に
な
る
句
」

に
も
注
目
す
る

句
会
や
俳
句
大
会
で
は
様
々
な
句
が
登

場
す
る
。
す
ん
な
り
読
め
る
句
か
ら
難
解

な
句
ま
で
。
選
者
と
し
て
、
自
分
の
理
解

で
き
る
句
が
や
は
り
選
を
入
れ
る
か
ど
う

か
の
最
低
の
基
準
だ
ろ
う
。
が
、
少
し
で

も
気
に
な
る
句
が
あ
れ
ば
注
目
を
し
、
再

度
読
み
直
し
、
何
が
気
に
な
る
の
か
を
考

え
る
。
何
か
発
見
で
き
れ
ば
、
選
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

や
っ
て
、
選
句
の
目
は
広
が
っ
て
い
く
こ

と
を
実
感
し
た
い
。

以
前
に
見
た
句
と
似
た
よ
う
な
句
は
再
吟

味
す
る

自
分
の
選
句
の
傾
向
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
が
、

選
を
進
め
て
い
く
と
、
い
つ
も
同
じ
よ
う

な
フ
レ
ー
ズ
や
取
り
合
わ
せ
の
句
や
ど
こ

か
で
見
た
こ
と
が
あ
る
内
容
の
句
に
選
を

入
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

例
え
ば

「
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
パ
リ
ッ
と
乾
く
」

「
彼
岸
花
が
飛
び
火
」
─
─
な
ど
。

こ
れ
ら
の
句
に
過
去
に
選
に
入
れ
た
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
作
品
の
上

を
行
く
ほ
ど
心
を
と
ら
え
る
句
か
ど
う
か

検
討
す
る
こ
と
が
大
切
。
こ
の
検
討
が
選

句
に
は
必
要
だ
。

た
と
え
、
好
き
な
句
で
も
類
想
類
句
と

思
わ
れ
れ
ば
、
一
旦
選
を
保
留
す
る
勇
気

を
持
ち
た
い
。
「
過
去
に
見
た
こ
と
が
あ

る
」
こ
の
ひ
と
言
は
重
要
だ
。

選
句
は
比
較
の
作
業
で
あ
る
こ
と
を
常
に

意
識
す
る

句
会
や
俳
句
大
会
の
選
句
は
、
投
句
さ

れ
た
句
を
比
較
す
る
作
業
だ
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
お
き
た
い
。
小
さ
な
句
会
か

ら
大
規
模
な
俳
句
大
会
ま
で
、
俳
句
を
続

け
て
い
る
と
、
選
者
と
し
て
俳
句
に
接
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
自
分
た
ち

の
小
さ
な
句
会
で
見
て
、
特
選
に
し
た
句

が
再
登
場
し
た
り
、
前
に
選
に
も
入
れ
な

か
っ
た
句
に
選
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
が
、
そ
の
句
会
や
俳
句
大
会
に
投

句
さ
れ
た
句
群
の
中
で
の
比
較
の
結
果
で

あ
る
。
ま
た
、
俳
句
の
選
は
、
そ
の
時
点

の
社
会
情
勢
や
選
者
自
身
の
心
境
に
も
大

き
く
影
響
さ
れ
る
。
大
胆
に
言
え
ば
「
好

6

少
し
で
も
気
に
な
る
句
を
大
切
に
す
る

中
山

宙
虫



き
な
句
」
が
日
々
違
う
の
で
あ
る
。
「
良

い
俳
句
」
「
正
し
い
俳
句
」
と
い
う
評
価

は
、
こ
う
い
っ
た
経
験
の
積
み
重
ね
か
ら

自
分
の
な
か
で
培
わ
れ
る
も
の
。
お
お
ら

か
な
気
持
ち
で
選
に
臨
ん
で
ほ
し
い
。

特
選
と
し
た
句
は

自
信
を
持
っ
て
評
価
す
る

特
選
を
設
け
て
い
る
句
会
な
ど
も
あ
る
。

他
の
選
者
が
、
誰
も
特
選
に
選
ん
で
い
な

い
句
を
特
選
に
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。

各
俳
句
大
会
な
ど
で
有
名
選
者
た
ち
の
特

選
も
実
は
ば
ら
ば
ら
で
、
ひ
と
つ
の
句
に

特
選
が
集
中
す
る
こ
と
は
ご
く
稀
。
高
点

の
句
に
実
は
特
選
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い

な
い
の
も
実
情
。
そ
こ
に
気
づ
く
と
、
自

分
の
特
選
と
す
る
選
は
ま
ち
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
自
信
を
持
っ
て
い
い
。
特
選
句

の
良
い
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
評
価
す
る
こ

と
が
大
切
。
選
ば
れ
た
作
者
は
、
き
っ
と

そ
の
評
価
で
次
に
向
か
う
ス
テ
ッ
プ
に
す

る
は
ず
だ
。
小
さ
な
句
会
の
小
さ
な
特
選

か
も
し
れ
な
い
が
、
俳
句
作
家
を
育
て
る

後
押
し
を
す
る
。
そ
し
て
逆
に
自
分
の
作

品
作
り
に
跳
ね
返
る
も
の
だ
と
理
解
し
た

い
。
自
分
に
と
っ
て
も
、
選
を
す
る
こ
と

で
自
分
の
俳
句
世
界
を
広
げ
て
い
く
チ
ャ

ン
ス
で
あ
る
。

私
の
選
句
方
法
と
し
て
投
句
数
が
多
い

時
も
少
な
い
時
も
三
回
は
熟
読
し
て
い
ま

す
。
一
回
目
は
初
め
か
ら
読
ん
で
二
回
目

は
後
ろ
の
方
か
ら
、
三
回
目
は
ま
た
初
め

に
戻
り
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
き
ま
す
。

最
後
に
自
身
が
感
動
し
て
心
の
琴
線
に

触
れ
た
作
品
、
印
象
に
残
っ
た
作
品
を
選

ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
五･

七･

五
の
定
型
俳
句
が
常
で

す
が
自
由
律
俳
句
も
あ
る
の
で
季
語
の
有

無
、
字
余
り
、
字
足
ら
ず
の
作
品
を
も
注

意
深
く
見
ま
す
。
そ
の
辺
も
良
い
と
思
う

作
品
で
あ
れ
ば
気
に
し
ま
せ
ん
。

選
評
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
熟
読
し
ま

す
。
読
み
手
の
見
解
の
相
違
も
あ
る
こ
と

で
し
ょ
う
が
、
作
者
の
意
図
と
す
る
と
こ

ろ
を
く
み
と
り
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
気

持
ち
に
置
き
換
え
て
み
ま
す
。

俳
句
が
う
ま
い
人
は
選
句
・
選
評
も
上

手
と
い
う
俗
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
に
相
関
関
係
は

あ
る
が
、
俳
句
の
勉
強
を
す
れ
ば
選
句
、

選
評
が
自
動
的
に
上
手
く
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
別
の
文
学
領
域
と
し
っ
か
り
意
識

し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
訓
練
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
と
は
、
他
の
芸
術
形
式
で
は

当
た
り
前
の
こ
と
で
、
著
名
な
芸
術
家
の

ま
わ
り
に
は
常
に
優
秀
な
批
評
家
が
い
た
。

批
評
も
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
世
界

で
は
定
着
し
て
い
る
。

し
か
し
日
本
で
は
、
批
評
家
に
対
し
て

「
他
人
の
ふ
ん
ど
し
で
相
撲
を
取
る
厚
か

ま
し
い
人
」
と
い
う
よ
う
な
間
違
っ
た
認

識
が
蔓
延
し
て
い
る
た
め
、
批
評
家
が
生

ま
れ
に
く
い
素
地
が
で
き
て
い
る
。
ま
し

て
閉
ざ
さ
れ
た
最
果
て
の
俳
句
ム
ラ
で
あ

る
。
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
育
た
な
か
っ

た
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
山
本
健
吉
、

川
名
大
、
仁
平
勝
の
よ
う
に
、
専
門
的
論

評
を
加
え
る
批
評
家
が
い
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
俳
句
評
の
主
流
は
俳
人
の

7

選
句
・
選
評
は
積
み
重
ね
。
日
頃
の
修
練
こ
そ

宮
川
三
保
子

余
白
の
パ
ズ
ル
＝
選
句
・
選
評
に
当
っ
て河

野

則
子

俳
句
は
世
界
最
短
の
文
学
形
式
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
選
句
に
当
っ

て
は
、
余
白
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
作
者
の

体
験
や
立
地
位
置
を
ま
る
で
パ
ズ
ル
を
解

く
様
に
さ
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
十
句
を
選
ぶ
条
件
の
場
合
を
例

に
と
る
と
、
先
ず
十
五
句
程
度
の
大
ま
か

な
佳
句
に
〇
印
を
付
け
る
。
次
に
〇
印
の

句
の
中
か
ら
、
選
評
を
書
く
に
ふ
さ
わ
し

い
心
に
止
ま
っ
た
句
を
◎
に
し
一
句
の
評

を
考
え
ま
す
。

自
分
が
行
っ
た
選
句
の
妥
当
性
は
、
他

の
多
く
の
人
が
私
が
選
ん
だ
同
じ
句
を
選

ん
だ
結
果
、
入
賞
し
た
り
高
得
点
を
取
っ

て
い
る
こ
と
で
わ
か
り
ま
す
。
逆
の
場
合

は
自
分
の
選
句
力
が
ど
う
で
あ
る
か
の
、

目
や
す
に
な
り
ま
す
。

「
選
句
力
は
創
作
力
」
で
も
あ
り
ま
す
。

俳
句
を
作
る
力
量
を
高
め
る
こ
と
が
選
句

に
当
っ
て
も
い
か
に
大
切
な
こ
と
か
が
分

か
る
と
思
い
ま
す
。
選
評
を
書
く
事
は
自

分
の
作
句
の
勉
強
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

作
句
と
選
句
は
独
立
し
た
文
芸

足
立

攝



片
手
間
仕
事
の
ま
ま
、
今
日
を
迎
え
て
い

る
。
俳
句
の
世
界
に
も
、
し
っ
か
り
し
た

歴
史
観
や
文
化
価
値
に
も
と
づ
く
俳
句
の

分
析
が
で
き
、
他
の
芸
術
分
野
と
の
交
流

が
で
き
る
評
論
文
化
が
定
着
す
れ
ば
、
こ

れ
か
ら
の
俳
句
は
飛
躍
的
な
発
展
を
見
る

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
日
を
一
日
も
早
く
実
現

さ
せ
る
一
助
に
な
り
た
い
と
、
ぼ
く
は
ぼ

く
な
り
の
活
動
を
続
け
て
い
る
。

●

作
句
と
選
句
の
違
い

さ
て
、
俳
句
は
誰
で
も
始
め
ら
れ
る
よ

う
に
、
選
句
も
誰
で
も
で
き
る
。
し
か
し

俳
句
と
選
句
の
、
コ
ツ
と
い
う
か
方
法
論

が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
俳
句
は

内
な
る
思
い
、
つ
ま
り
感
情
で
作
る
が
、

選
句
は
後
天
的
に
得
た
知
識
で
判
断
す
る

傾
向
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
優
れ
た
実
績

の
あ
る
俳
句
作
家
が
、
驚
く
ほ
ど
つ
ま
ら

な
い
選
句
を
し
て
い
る
例
は
無
数
に
あ
る
。

選
句
の
基
本
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
作
品
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
だ
。
何

が
書
か
れ
て
い
る
の
か
が
し
っ
か
り
と
分

か
ら
な
け
れ
ば
選
び
よ
う
が
な
い
と
思
う

の
だ
が
、
こ
こ
が
あ
や
ふ
や
な
こ
と
が
多

い
。
作
品
の
中
に
あ
る
単
語
や
フ
レ
ー
ズ

に
飛
び
つ
い
た
だ
け
と
思
わ
れ
る
選
句
が

意
外
に
多
く
散
見
さ
れ
る
の
だ
。

た
と
え
ば
「
戦
争
は
絶
対
し
て
は
い
け

な
い
。
戦
争
に
負
け
た
あ
の
悔
し
さ
を
忘

れ
て
は
い
け
な
い
。
勝
て
る
作
戦
が
な
く

て
戦
争
を
す
る
の
は
、
国
民
を
不
幸
に
す

る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
反
戦
か
好
戦
か
で
言
え
ば
、

こ
れ
は
好
戦
の
心
情
だ
ろ
う
。
全
体
を
読

め
ば
そ
れ
が
分
か
る
が
、
最
初
の
「
戦
争

は
絶
対
し
て
は
い
け
な
い
」
だ
け
に
幻
惑

さ
れ
て
つ
い
つ
い
反
戦
の
思
い
と
し
て
共

感
し
て
し
ま
う
。
十
七
音
程
度
の
短
い
俳

句
で
は
、
こ
の
文
章
の
よ
う
に
明
確
で
な

く
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み

取
る
こ
と
が
難
し
い
。

こ
こ
ま
で
極
端
で
な
く
て
も
、
作
品
の

季
語
を
解
釈
し
て
い
な
い
選
評
は
た
く
さ

ん
あ
る
。
当
然
選
句
者
の
意
識
の
中
に
季

語
の
心
情
は
入
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

「
よ
く
読
む
、
正
し
く
読
む
」
と
い
う

こ
と
は
場
数
を
増
や
す
こ
と
で
し
か
実
現

し
な
い
が
、
一
語
一
語
に
注
意
し
て
、

「
文
意
は
自
分
で
組
み
立
て
る
の
で
は
な

く
、
作
中
の
文
意
を
く
み
取
る
」
こ
と
に

徹
す
る
努
力
を
す
れ
ば
、
上
達
は
ず
っ
と

早
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

●

身
近
な
句
会
の
選
句

こ
の
「
正
し
く
読
む
」
を
大
前
提
と
し

て
、
選
句
の
実
際
は
多
様
な
形
を
取
る
。

一
番
身
近
な
の
は
自
分
が
属
し
て
い
る

「
句
会
」
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
気
心
の
知

れ
た
仲
間
が
揃
っ
て
い
る
。
作
品
を
見
た

だ
け
で
、
作
者
名
が
分
か
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
句
会
で
は
、
率
直
に
自

分
が
好
き
な
作
品
を
選
句
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
作
者
が
分
か
る
の
で
、
ご
褒

美
で
一
句
な
ど
と
い
う
の
は
厳
禁
だ
。
こ

ん
な
選
を
し
て
い
た
ら
選
の
信
用
を
失
う

し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
の
選

句
眼
も
曇
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
上
手
い
句
だ
と
は
思
っ
て
も
、
自

分
が
好
き
で
な
け
れ
ば
選
ば
な
く
て
良
い
。

た
と
え
ば
好
き
な
小
説
家
の
作
品
で
も
、

自
分
の
嫌
い
な
テ
ー
マ
の
作
品
は
買
わ
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

●

雑
詠
句
会
の
選
句

次
の
段
階
が
当
協
会
の
「
第
一
回
雑
詠

句
会
」
「
第
二
回
雑
詠
句
会
」
「
自
薦
作

品
」
と
い
う
通
信
句
会
だ
ろ
う
。
句
会
に

属
し
て
い
な
い
人
は
こ
こ
が
最
初
の
選
句

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
句
会
は
協
会

内
の
勉
強
会
で
あ
る
の
で
、
自
分
で
属
し

て
い
る
句
会
と
同
じ
よ
う
な
選
考
基
準
で

選
句
し
て
か
ま
わ
な
い
。
よ
く
読
ん
で
好

き
な
句
を
選
べ
ば
良
い
。
そ
の
場
合
「
ま

と
ま
っ
て
は
い
る
が
共
感
の
薄
い
作
品
」

と
「
表
記
は
荒
い
が
共
感
さ
れ
る
作
品
」

の
ど
ち
ら
に
す
る
か
迷
う
シ
ー
ン
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
だ
。
選
者
が
総
合
的
に
決
め
る
し
か
な

い
の
で
、
未
練
を
捨
て
よ
う
。

ま
た
、
地
元
の
句
会
で
一
度
採
っ
た
作

品
が
、
再
び
出
句
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ

る
だ
ろ
う
。
一
度
選
句
し
た
作
品
は
二
度

と
採
ら
な
い
と
い
う
信
念
の
人
も
い
る
が
、

あ
ま
り
頑
な
に
な
ら
な
い
方
が
よ
い
と
思

う
。
な
ぜ
な
ら
自
分
に
と
っ
て
は
二
度
目

の
句
で
も
、
他
の
人
に
は
初
出
で
あ
る
。

し
ょ
し
ゅ
つ

た
ま
た
ま
自
分
の
句
会
で
採
っ
た
と
い
う

偶
然
を
、
公
の
選
句
の
場
に
持
ち
込
ま
な

い
方
が
よ
い
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
二
度

目
な
ら
作
品
と
し
て
の
鮮
度
が
落
ち
て
感

じ
ら
れ
る
の
は
否
め
な
い
。
他
の
候
補
の

句
と
比
べ
て
、
鮮
度
が
落
ち
た
こ
と
を
勘

定
に
い
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
良
い
と
思
え

る
作
品
は
採
る
、
鮮
度
が
落
ち
た
句
で
は

負
け
る
場
合
に
は
採
ら
な
い
と
い
う
、
こ

の
原
則
を
守
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

●

各
種
俳
句
大
会
の
選
句

続
い
て
の
選
句
の
ス
テ
ー
ジ
は
、
各
種

の
大
会
だ
。
大
分
県
現
代
俳
句
大
会
は
当

協
会
が
主
催
し
て
い
る
大
会
で
あ
る
が
、

こ
の
大
会
は
内
部
の
勉
強
会
で
は
な
い
。

会
員
だ
け
で
な
く
一
般
の
人
も
参
加
し
て

秀
句
を
競
い
合
う
、
本
来
の
意
味
で
の
俳

句
大
会
で
あ
る
。
大
分
県
現
代
俳
句
協
会

で
は
出
句
し
た
会
員
全
員
が
、
自
動
的
に

選
者
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
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●

有
料
の
俳
句
大
会
の
選
は
責
任
重
大

こ
の
よ
う
な
大
会
は
、
通
常
は
投
句
が

有
料
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
有
料
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
投
句
者
は
対
価
を
支
払
っ

て
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
の
公
平
な
審
査

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
者
に
と
っ

て
こ
れ
は
大
き
な
責
任
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
意
識
し
て
選
句
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
ま
ず
良
く
読
む
こ
と
。
そ
し
て
す

べ
て
の
句
を
公
平
な
目
で
審
査
す
る
こ
と

が
重
要
だ
。
大
会
と
も
な
る
と
、
投
句
数

は
五
百
や
千
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
。
一

番
目
か
ら
順
に
選
ん
で
い
く
と
、
最
初
は

力
を
入
れ
て
読
ん
で
い
っ
た
も
の
が
、
三

十
分
も
す
る
と
疲
れ
て
く
る
。
全
体
で
二

十
句
選
の
場
合
、
最
初
の
一
、
二
ペ
ー
ジ

は
た
く
さ
ん
選
句
し
て
い
る
の
に
、
五
ペ
ー

ジ
を
越
え
て
来
る
と
数
ペ
ー
ジ
に
一
、
二

句
し
か
採
っ
て
い
な
い
と
い
う
選
を
よ
く

目
に
す
る
。

●

数
日
か
け
て
選
を
す
る
場
合
の
コ
ツ

あ
る
場
合
は
、
一
気
に
選
句
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
数
日
に
分
け
て
選
句

す
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
大
き

な
大
会
で
は
千
句
、
二
千
句
と
い
う
量
に

な
る
の
で
、
と
て
も
一
日
で
は
選
べ
な
い
。

そ
ん
な
場
合
は
何
度
か
に
分
け
て
選
句
を

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
や
り
方
は

こ
う
だ
。
ま
ず
自
分
に
与
え
ら
れ
た
選
句

数
の
三
倍
ほ
ど
の
数
を
選
ぶ
。
20
句
選
の

場
合
は
60
句
選
の
選
考
基
準
を
自
身
の
中

で
作
る
わ
け
だ
。
か
な
り
の
緩
選
で
ち
ょ

ゆ
る
せ
ん

う
ど
い
い
。
そ
の
緩
選
で
、
た
と
え
ば
五

日
か
か
っ
て
、
六
十
句
ほ
ど
の
選
句
を
完

成
さ
せ
る
。
厳
選
し
た
も
の
で
は
な
い
の

で
、
出
来
映
え
に
は
差
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
い
い
。

●

最
後
の
選
は
一
気
に
行
う

そ
し
て
、
次
が
肝
心
で
あ
る
が
、
そ
の

緩
選
を
し
た
六
十
句
の
中
か
ら
最
後
の
二

十
句
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
全
体
が
六
十
句

な
ら
ば
そ
れ
ほ
ど
時
間
を
か
け
ず
に
二
十

句
を
選
べ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ

感
覚
で
、
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
、
同
じ
選
考

基
準
で
選
べ
る
わ
け
で
あ
る
。
ぼ
く
は
必

ず
こ
う
し
て
選
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
以
上
に
公
平
に
選
句
で
き
る
方
法
を

知
ら
な
い
。

●

別
の
句
会
で
一
度
見
た
作
品
の
場
合

そ
れ
か
ら
、
前
で
触
れ
た
二
度
目
の
俳

句
に
出
会
っ
た
場
合
の
考
え
方
で
あ
る
。

大
会
の
選
句
の
場
合
は
、
極
力
自
分
の
好

み
を
排
し
、
可
能
な
限
り
客
観
的
に
秀
句

だ
と
思
え
る
句
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
ぼ
く
は

思
う
。
選
に
一
票
以
上
の
責
任
が
生
じ
な

い
場
合
は
、
好
き
な
テ
ー
マ
の
好
き
な
言

い
回
し
の
作
品
を
採
れ
ば
い
い
が
、
大
会

で
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
。
「
好
き
な
選
」

で
は
な
く
「
よ
い
選
」
「
公
平
な
選
」
を

心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
。
二
度
見
た
の
で
、

と
い
う
理
由
で
そ
の
句
を
落
と
せ
ば
、
人

か
ら
は
「
こ
の
選
者
は
こ
の
俳
句
の
良
さ

が
分
か
っ
て
い
な
い
」
と
見
な
さ
れ
る
。

大
会
の
選
を
す
る
場
合
、
他
流
派
の
独

特
の
言
い
回
し
や
、
流
行
の
傾
向
が
嫌
い

な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
話
し
言
葉
や
オ

ノ
マ
ト
ペ
が
多
い
作
品
は
読
む
に
堪
え
な

い
と
思
う
選
者
も
い
る
。

●

他
流
派
の
作
品
に
は
寛
容
が
大
切

し
か
し
選
者
は
た
と
え
ば
医
者
と
お
な

じ
で
あ
る
。
顔
つ
き
や
態
度
が
自
分
の
好

み
で
は
な
い
と
い
っ
て
退
け
る
医
者
は
藪

医
者
だ
と
言
わ
れ
て
患
者
は
遠
ざ
か
る
だ

ろ
う
。
自
分
好
み
の
選
ば
か
り
し
て
い
て

は
、
そ
も
そ
も
結
社
や
同
人
の
垣
根
を
越

え
た
当
協
会
に
属
し
て
い
る
意
味
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
寛
容
に
認
め
合
う
精
神

が
大
切
で
あ
る
。

●

選
評
は
自
分
の
理
解
を
隠
さ
な
い

以
上
、
主
に
選
句
に
つ
い
て
書
い
て
き

た
が
選
評
に
つ
い
て
も
一
点
だ
け
言
っ
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
可
能
な
限
り
全
体
像

を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
協
会
内
の

勉
強
会
の
選
評
で
も
「
そ
の
つ
ら
い
気
持

ち
は
良
く
分
か
り
ま
す
。
共
感
し
ま
し
た
」

と
か
「
〇
〇
さ
ん
の
お
母
さ
ん
を
思
う
気

持
ち
に
涙
が
で
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
な

短
評
が
よ
く
あ
る
。
間
違
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
一
番
知
り
た
い
の
は
ど
こ

の
、
ど
の
表
現
が
そ
の
感
慨
を
も
た
ら
し

た
の
か
、
選
者
は
そ
の
表
現
を
ど
う
捉
え

た
の
か
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
点
が
読
者

の
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
を
ぼ

か
せ
ば
、
解
釈
が
違
う
と
恥
を
か
く
心
配

が
な
い
代
わ
り
に
、
単
な
る
印
象
論
に
な

り
勉
強
に
は
な
ら
な
い
。
字
数
制
限
に
も

よ
る
が
、
で
き
る
だ
け
全
体
の
意
味
や
個

別
の
表
現
を
き
ち
ん
と
解
釈
し
た
上
で
感

想
に
入
っ
て
も
ら
い
た
い
。

●

で
き
な
い
の
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
一
緒

Ｅ
テ
レ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
俳
句
で
も
「
分
か
る
、

分
か
る
、
そ
の
気
持
ち
！
」
な
ど
と
選
者

と
ゲ
ス
ト
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
シ
ー
ン

が
よ
く
あ
る
。
選
者
な
の
に
、
正
し
い
解

釈
に
は
興
味
が
な
い
ら
し
い
。
自
分
な
り

に
作
品
の
全
体
と
細
部
を
余
さ
ず
解
釈
す

る
こ
と
が
俳
句
の
勉
強
の
基
本
で
あ
る
と

思
う
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
も
、
第
四
週
の
高
野

ム
ツ
オ
氏
の
回
以
外
は
全
滅
で
あ
る
。

悪
い
例
を
見
習
わ
ず
、
ぼ
く
た
ち
の
協

会
か
ら
正
し
い
選
評
の
あ
り
方
を
発
信
し

て
い
き
た
い
も
の
だ
。

（
了
）
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県
協
会
が
後
援
を
し
て
い
る
「
や
ま
な

み
牧
場
俳
句
大
賞
」
の
受
賞
式
が
11
月
23

日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
、
同
牧
場
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
今
年
で
第
2
回
目
に
な
り

ま
す
。
こ
の
行
事
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前

号
の
会
報
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
同
牧
場

は
6
月
開
催
の
「
第
20
回
県
協
会
吟
行
俳

句
大
会
」
の
会
場
と
し
て
も
無
料
で
ご
提

供
い
た
だ
き
ま
し
た
。

九
重
の
天
気
は
変
わ
り
や
す
く
、
昨
年

は
霧
と
霧
雨
の
中
で
開
催
し
ま
し
た
が
、

今
年
は
好
天
に
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
。
上
の

写
真
は
大
賞
に
選
ば
れ
た
豊
國
隆
信
さ
ん

の
句
碑
を
建
て
た
後
の
も
の
で
す
。
左
手

に
あ
る
の
が
昨
年
の
大
賞
、
園
田
武
子
さ

ん
の
句
碑
で
す
。
園
田
さ
ん
は
こ
の
イ
ベ

ン
ト
に
出
句
し
た
あ
と
、
11
月
9
日
に
急

逝
し
ま
し
た
。
牧
場
の
好
意
で
、
園
田
さ

ん
に
は
特
別
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

【
入
賞
作
品
】

《
大

賞
》

行
く
雲
や
羊
を
追
っ
た
夏
帽
子豊

國

隆
信

《
準
大
賞
》

草
萠
え
る
羊
の
目
線
エ
ル
サ
レ
ム

林

香
澄

昂
ぶ
れ
る
吾
も
夏
野
の
一
人
な
り

幸
谷

恵
子

《
入
賞
１
席
》

群
羊
動
け
ば
動
く
秋
日
か
な

赤
峯

友
子

《
入
賞
２
席
》

秋
色
に
溶
け
込
む
シ
ー
プ
ド
ッ
ク
シ
ョ
ー

足
立

町
子

《
入
賞
３
席
》

紫
陽
花
の
雨
も
嬉
し
い
牧
場
か
な

竹
尾

友
彦

《
入
賞
４
席
》

イ
ー
ゼ
ル
を
置
い
て
指
枠
秋
の
蝉

高
倉

直
人

《
入
賞
５
席
》

馬
の
背
に
重
ね
て
み
る
の
は
春
の
山

前
間

優
太

《
特
別
賞
》

息
を
吸
う
春
で
す
春
の
牧
場
で
す

園
田

武
子

ア
イ
ス
よ
り
馬
が
見
た
い
よ
ね
え
早
く

（
小
１
）
丘
太

蒼
一
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12
月
10
日
（
日
）
、
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

で
令
和
5
年
度
の
役
員
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
役
員
会
は
会
則
11
条
に
も
と
づ

き
開
会
さ
れ
た
も
の
で
す
。

令
和
5
年
度
の
会
員
の
動
向
、
行
事
、

イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い
て
の
協
議
の
後
、
次

回
の
「
第
34
回
定
期
総
会
」
に
つ
い
て
意

見
を
交
わ
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
有
村
王

志
会
長
、
上
田
た
か
し
副
会
長
、
河
野
則

子
副
会
長
、
足
立
攝
幹
事
長
、
田
代
直
之

幹
事
、
菅
登
貴
子
幹
事
、
足
立
町
子
事
務

担
当
の
7
人
で
し
た
。

有
村
王
志
会
長
が
大
分
合
同
新

聞
俳
句
欄
の
選
者
に

大
分
合
同
新
聞
読
者
文
芸
の
俳
句
欄
の

選
者
に
、
当
協
会
の
有
村
王
志
会
長
が
就

任
し
、
こ
れ
ま
で
の
選
者
で
あ
る
谷
川
彰

啓
顧
問
と
引
継
ぎ
を
行
い
ま
し
た
。
有
村

会
長
は
す
で
に
11
月
か
ら
選
を
初
め
て
い

ま
す
。
大
分
合
同
新
聞
1
月
3
日
付
け
の

「
第
39
回
読
者
文
芸
コ
ン
ク
ー
ル
」
と

「
第
60
回
大
分
合
同
新
聞
読
者
文
芸
年
間

賞
」
が
谷
川
顧
問
の
最
後
の
登
場
に
な
り

ま
し
た
。
協
会
で
は
現
代
俳
句
を
広
め
る

た
め
、
有
村
会
長
と
協
力
し
て
、
積
極
的

に
投
句
を
呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。

九
州
現
代
俳
句
大
会
が

コ
ロ
ナ
後
初
の
有
人
で
開
催

10
月
21
日
（
土
）
、
第
14
回
九
州
現
代

俳
句
大
会
in
熊
本
が
紅
蘭
亭
下
通
本
店
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

大
会
に
先
立
っ
て
開
か
れ
た
理
事
会
で

は
、
協
会
本
部
の
一
般
社
団
法
人
化
に
と

も
な
い
、
い
く
つ
か
の
変
更
点
が
協
議
さ

れ
、
決
定
は
次
回
（
令
和
7
年
）
の
大
分

大
会
に
持
ち
越
さ
れ
ま
し
た
。

一
致
点
は
、
従
来
の
「
現
代
俳
句
協
会

九
州
地
区
連
絡
会
」
を
「
九
州
現
代
俳
句

連
合
会
」
と
す
る
。
隔
年
で
開
催
し
て
い

る
こ
の
大
会
を
「
九
州
地
区
現
代
俳
句
大

会
」
か
ら
「
九
州
現
代
俳
句
大
会
」
と
す

る
。
協
会
本
部
か
ら
の
交
付
金
が
廃
止
さ

れ
る
の
で
、
各
地
区
協
会
が
年
五
千
円
の

拠
出
金
を
納
め
る
。
等
々
で
す
。

熊
本
大
会
は
高
岡
修
氏
が
「
詩
と
俳
句
」

の
演
題
で
講
演
を
行
い
、
次
回
開
催
県
と

し
て
有
村
王
志
会
長
が
挨
拶
し
ま
し
た
。

大
分
か
ら
の
参
加
は
有
村
王
志
、
足
立
攝
、

足
立
町
子
、
赤
峯
友
子
の
四
氏
。

《
入
会
》

海
神

瑠
珂
（
愛
知
県
）

わ
だ
つ
み

る

か

ポ
チ
去
年
死
ん
じ
ま
っ
た
よ
春
時
雨

山
田
錚
一
（
大
分
）

祖
母
登
山
脱
い
だ
帽
子
に
秋
の
風

《
逝
去
謹
悼
》

園
田

武
子

（
11
月
9
日
逝
去
・
享
年
78
歳
）

《
発
展
基
金
協
力
者
》
※
一
口
千
円

（
前
回
報
告
で
き
な
か
っ
た
分
も
掲
載
）

・
赤
峰
佐
代
子

…
…
…
…

二
口

・
有
村

王
志

…
…
…
…

二
口

・
安
藤

セ
ツ

…
…
…
…

二
口

・
井
上

則
子

…
…
…
…

三
口

・
上
田
た
か
し

…
…
…
…

三
口

・
大
神

愛
子

…
…
…
…

六
口

・
小
野
み
ち
子

…
…
…
…

一
口

・
甲
斐
加
代
子

…
…
…
…

三
口

・
鎌
倉
真
由
美

…
…
…
…

三
口

・
倉
迫

順
子

…
…
…
…

十
口

・
神

慶
子

…
…
…
…

三
口

・
幸
谷

恵
子

…
…
…
…

三
口

・
河
野

輝
暉

…
…
…
…

十
口

・
坂
本

一
光

…
…
…
…

一
口

・
佐
々
木

玉

…
…
…
…

三
口

・
佐
藤

哲
夫

…
…
…
…

三
口

・
田
代

直
之

…
…
…
…

三
口

・
田
中

充

…
…
…
…

三
口
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・
谷
本

親
史

…
…
…
…

三
口

・
永
松
佐
世
美

…
…
…
…

一
口

・
早
澤
ま
り
子

…
…
…
…

一
口

・
久
枝

花
城

…
…
…
…

三
口

・
平
田
千
代
子

…
…
…
…

三
口

・
本
田

圭
子

…
…
…
…

二
口

・
宮
川
三
保
子

…
…
…
…

三
口

・
森
山

秀
子

…
…
…
…

三
口

・
和
田

明
美

…
…
…
…

三
口

・
白
土

正
江

…
…
…
…

三
口

・
林

香
澄

…
…
…
…

三
口

・
溝
部

文
夫

…
…
…
…

三
口

・
立
花
真
由
美

…
…
…
…

三
口

・
天
田

泉
美

…
…
…
…

三
口

※
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

《
受
賞
・
表
彰
》

●
国
東
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
盟
、
国
東
市
共

催
功
労
感
謝
状
。
文
芸
誌
に
十
五
年
以
上

俳
句
を
投
句
。

福
井
ト
ミ
子
、
井
上
政
人
、
大
森
浩
司
の

三
氏

●
「
宗
艦
祭
に
ち
な
む
小
・
中
・
高
校
生

俳
句
作
品
集
」

《
優
秀
賞
》

夏
の
夜
自
然
の
声
が
響
い
て
る

（
高
室
小
６
年
）
合
田
英
怜
奈

●
大
分
合
同
新
聞
第
39
回

読
者
文
芸
コ
ン
ク
ー
ル

《
二
席
》

新
米
や
棚
田
を
守
る
村
閑
か

田
代

直
之

《
三
席
》

や
わ
ら
か
な
「
書
」
の
遺
作
展
和
む
秋

安
森

範
明

●
第
14
回
九
州
現
代
俳
句
大
会
in
熊
本

《
上
地
安
智
・
特
選
》

子
を
生
み
に
帰
ら
ぬ
日
本
麦
の
秋

河
野

輝
暉

《
高
岡
修
、
森
さ
か
え
・
Ｗ
特
選
》

も
ぎ
た
て
の
ト
マ
ト
生
真
面
目
す
ぎ
る
の
よ

鎌
倉
真
由
美

《
山
口
木
浦
木
・
特
選
》

卒
寿
ま
で
来
て
露
草
に
諭
さ
れ
る

児
玉

利
子

《
片
山
亀
夫
・
特
選
》

晩
夏
光
合
鍵
を
置
く
別
れ
の
日

白
土

正
江

《
園
田
千
秋
・
特
選
》

黙
祷
の
サ
イ
レ
ン
鳴
り
や
ま
ぬ

日
照
り

伊
藤

利
恵

《
山
下
久
代
・
特
選
》

初
雪
や
紅
買
い
に
行
く
明
日
あ
り
て

河
野

輝
暉

令
和
六
年
一
月
三
一
日
発
行

会
報
第
百
三
十
号

発
行
人
・
有
村

王
志

発
行
所
・
大
分
県
現
代
俳
句
協
会

編
集
人
・
足
立

攝
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「
非
会
員
を
含
め
て
三
人
以
上
集

ま
れ
ば
句
会
と
し
て
承
認
す
る
」
と

い
う
協
会
の
方
針
を
知
っ
て
、
九
月

三
十
日
の
県

現
代
俳
句
勉

強
会
（
コ
ン

パ
ル
ホ
ー
ル
）

の
席
で
足
立

幹
事
長
に
相

談
し
た
の
が

全
て
の
始
ま

り
で
し
た
。

十
一
月
八

日
、
足
立
夫

妻
を
招
い
て

豊
後
高
田
市

「
玉
津
こ
い

こ
い
」
で
結

成
俳
句
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
全
く

の
初
心
者
二
人
を
含
め
て
俳
歴
の
浅

い
発
足
メ
ン
バ
ー
四
人
で
す
。
い
か

に
し
て
単
な
る
事
実
の
報
告
で
な
く
、

そ
の
背
後
に
あ
る
複
雑
な
人
間
心
理

が
描
写
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
苦

慮
し
な
が
ら
作
句
し
て
い
ま
す
。

初
心
者
に
と
っ
て
毎
月
五
句
提
出

す
る
こ
と
は
大
変
で
す
が
、
足
立
夫

妻
の
な
ご
や
か

な
指
導
の
も
と
、

三
回
目
の
一
月

句
会
も
あ
っ
と

い
う
間
に
過
ぎ

て
し
ま
い
ま
し

た
。
楽
し
く
な

け
れ
ば
続
か
な

い
の
で
、
笑
い

の
絶
え
な
い
楽

し
い
句
会
を
心

が
け
て
い
ま
す
。

い
つ
か
心
の

眼
で
見
て
、
心

の
耳
で
聞
こ
え

た
詩
情
を
表
現
で
き
る
俳
句
が
詠
め

る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
目
標
で
す
。

句
会
探
訪
⑯

桂
流
句
会


