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継
続
は
力
？ 

堀 

尚
子 

 
 

「
継
続
」
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が「
力
」
に
結
び
つ

く
か
ど
う
か
確
信
が
持
て
な
い
。
私
の
俳
句
に
つ
い
て
言
え

ば
、「
今
ま
で
何
を
や
っ
て
き
た
の
？
」
と
言
わ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
ほ
ど
力
が
つ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

パ
ソ
コ
ン
に
保
存
し
て
あ
る
俳
句
控
を
開
い
て
み
る
と
、

最
初
は
一
九
九
六
年
十
二
月
の
句
で
あ
る
。
こ
の
年
は
初

雪
か
ら
ど
っ
さ
り
降
っ
た
記
憶
が
あ
る
。 

ふ
う
は
り
と
降
り
て
も
雪
の
重
き
こ
と 

こ
の
頃
は
俳
句
が
何
で
あ
る
か
は
全
く
分
か
ら
ず
、
あ
ま

り
悩
ま
ず
に
作
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
今
は
悩
む
こ
と
ば
か
り

多
く
な
っ
て
し
ま
い
、
例
会
や
俳
誌
の
締
め
切
り
に
追
い

か
け
ら
れ
て
苦
し
紛
れ
に
作
っ
て
い
る
。 

句
帳
が
残
っ
て
い
る
の
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
で
あ
る
。

試
し
刷
り
や
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
の
紙
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い

ほ
ど
溜
ま
る
の
で
、
袋
と
じ
に
し
て
き
れ
い
な
包
装
紙
な

ど
で
表
紙
を
つ
け
て
句
帳
に
し
た
も
の
を
使
い
続
け
、
大

し
た
冊
数
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
お
金
を
か
け
れ
ば
も
う

少
し
ま
し
な
句
帳
が
出
来
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
で

メ
モ
を
書
き
、
推
敲
を
繰
り
返
し
た
跡
を
見
る
と
ず
っ
と

と
っ
て
お
き
た
く
な
る
。 

 

句
帳
を
読
み
返
し
て
み
る
と
作
品
の
良
し
悪
し
以
外

に
、
気
付
く
こ
と
が
あ
る
。
日
常
の
些
細
な
出
来
事
や
季

節
の
移
ろ
い
を
詠
ん
だ
句
に
、
そ
の
時
の
自
分
の
姿
が
透

け
て
見
え
て
く
る
の
だ
。
同
じ
雪
や
花
で
も
、
年
齢
に
よ
っ

て
違
っ
て
見
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
母
、
義
母
、
夫
の

死
な
ど
、
人
生
の
大
き
な
出
来
事
も
次
々
に
起
っ
た
。
そ

れ
ら
が
五
七
五
の
短
い
詩
と
な
っ
て
残
る
こ
と
に
よ
り
、

日
記
を
書
か
な
い
私
の
足
跡
に
な
っ
て
い
る
。 

俳
句
に
よ
っ
て
知
り
合
っ
た
方
、
今
も
句
座
を
共
に
し

て
い
る
方
々
に
は
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
り
励
ま
さ
れ
た

り
し
て
き
た
。
故
人
と
な
ら
れ
た
方
も
多
く
、
古
川
京
子

さ
ん
、
高
田
廣
稲
子
さ
ん
、
難
波
次
郎
さ
ん
な
ど
地
元

鶴
岡
だ
け
で
も
十
人
を
数
え
る
。
俳
句
を
語
っ
た
と
き
の

顔
や
声
を
思
い
出
し
て
懐
か
し
さ
と
寂
し
さ
が
あ
ふ
れ
る
。

ず
っ
と
続
け
て
き
た
か
ら
出
会
え
た
方
々
で
あ
り
、
こ
の

出
会
い
が
な
か
っ
た
ら
一
人
で
は
と
て
も
続
け
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
と
思
う
。 

 

こ
れ
か
ら
ど
れ
く
ら
い
、
健
康
で
生
き
て
い
ら
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
。
で
も
、
足
跡
は
残
し
た
い
。
も
は
や
上
達
す
る

こ
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
俳
句
と
は
ず
っ
と
お
付
き
合
い

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
こ
の
冬
は
素
敵
な
雪
の
句
を

作
れ
た
ら
い
い
な
と
思
う
。 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                    

遠
く
に
感
じ
る
。 

 

現
代
俳
句
の
秀
句
を
読
む 

８ 

 

目
つ
む
り
て
い
て
も
吾
を
統
ぶ
五
月
の
鷹 

 

寺
山
修
司 

 
 

こ
の
句
を
青
春
の
記
念
碑
と
捉
え
て
若
い
頃
か

ら
仰
ぎ
見
て
き
た
。 

 

青
春
期
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
悩
む
。
自
分
の

将
来
が
見
通
せ
な
い
不
安
、
そ
の
ま
ま
進
ん
で
も

果
た
し
て
着
地
点
は
ど
の
辺
り
な
の
だ
ろ
う
か
？

一
年
先
も
遠
く
に
感
じ
る
。
な
ど
な
ど…

 

 

そ
ん
な
時
、
飛
翔
す
る
鷹
の
荘
厳
な
姿
が
私
の

目
裏
に
浮
か
ぶ
。 

 

鋭
い
眼
光
、
大
き
く
強
靭
な
嘴
、
他
を
圧
倒
す
る

肢
体
は
五
月
の
空
、
す
な
わ
ち
青
春
の
吾
を
統
治

し
、
先
導
し
て
呉
れ
る
よ
う
だ
。 

 

私
は
迷
う
こ
と
な
く
そ
の
支
配
下
に
身
を
置

き
、
一
切
を
委
ね
て
道
を
進
む
の
だ
と
い
う
決
心

が
読
む
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。 

 

鷹
と
い
う
対
象
物
を
賛
美
し
、
憧
れ
る
に
止
ど

ま
ら
ず
、
人
の
精
神
と
の
か
か
わ
り
合
い
へ
と
深

く
踏
み
込
ん
だ
定
型
短
詩
の
作
品
を
、
私
は
他
に

知
ら
な
い
。 

東
海
林
光
代 

山
形
県
現
代
俳
句
協
会
会
報 

第 31号 
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県
現
代
俳
句
協
会
吟
行
会 

 
十
一
月
十
日
（
日
）
、
山
形
市
の
洗
心
庵
で
七
名
の
参

加
に
よ
り
吟
行
会
が
開
か
れ
た
。
素
晴
ら
し
い
晴
天
に
恵

ま
れ
、
美
し
い
庭
園
と
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
石
造
の
美
術

品
を
眺
め
な
が
ら
句
作
に
没
頭
し
た
。 

昼
食
を
頂
い
た
後
、
庭
園
が
見
え
る
明
る
い
部
屋
で
の

充
実
し
た
句
座
に
な
っ
た
。 

大
類
つ
と
む
会
長
が
山
形
新
聞
の
俳
壇
の
選
者
に
就

任
し
た
お
祝
い
も
兼
ね
て
行
わ
れ
、
真
っ
赤
な
薔
薇
の
大

き
な
花
束
が
贈
ら
れ
た
。 

心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
な
吟
行
の
一
日
で
あ
っ
た
。 

 

                

1
紅
葉
の
一
樹
と
ゆ
れ
ず
人
動
く   

大
類
つ
と
む 

2
不
老
門
あ
り
し
あ
た
り
の
返
り
花 

堀 

尚
子 

3
散
紅
葉
夢
の
欠
片
を
拾
は
ん
か  

木
嶋 

玲
子 

4
古
を
語
る
キ
リ
シ
タ
ン
燈
籠
紅
葉
映
ゆ 

東
海
林
光
代 

5
飛
び
石
に
穴
の
二
つ
や
秋
の
水   

松
浦 

廣
江 

6
洗
心
庵
名
前
ピ
タ
リ
と
杜
鵑
草 

阿
部 

雅
子 

7
鯉
肩
を
寄
せ
小
春
日
の
水
の
音 

 

佐
竹 

伸
一 

8
保
育
所
の
楓
い
ち
ば
ん
紅
葉
す  

大
類
つ
と
む  

9
ふ
つ
く
ら
の
鯉
の
背
中
に
も
み
ぢ
散
る 

堀 

尚
子     

10
鵯
鳴
く
や
関
守
石
の
置
か
れ
た
る 

木
嶋 

玲
子 

11
地
下
水
の
温
み
に
池
の
鯉
静
か  

東
海
林
光
代 

12
膝
立
て
の
観
音
座
る
秋
の
庭   

 

松
浦 

廣
江 

13
唐
代
菩
薩
童
子
ら
ぐ
る
り
冬
日
差
す  

木
嶋 

玲
子 

14
風
を
読
み
切
り
し
シ
ャ
ッ
タ
ー
庵
紅
葉  

佐
竹 

伸
一 

15
待
合
に
ま
だ
濡
れ
て
い
る
落
葉
か
な 

大
類
つ
と
む 

16
秋
う
ら
ら
戸
を
開
け
放
つ
句
会
か
な  

堀 

尚
子 

17
小
流
れ
の
緩
き
静
寂
や
返
り
花   

木
嶋 

玲
子  

18
霧
晴
れ
て
洗
心
庵
に
和
む
と
き   

東
海
林
光
代 

19
江
戸
春
日
燈
籠
に
皿
秋
の
昼 

 
 

松
浦 

廣
江 

20
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
冬
の
小
蠅
ら
不
老
門 
阿
部 

雅
子 

21
西
を
向
く
小
さ
き
石
佛
散
紅
葉 
佐
竹 

伸
一 

    

【
特
選
句
作
品
鑑
賞
】 

１ 

紅
葉
の
一
樹
と
ゆ
れ
ず
人
動
く 

大
類
つ
と
む 

手
入
れ
の
行
き
届
い
た
洗
心
庵
の
庭
園
は
、
静
か
で

あ
っ
た
。
よ
く
晴
れ
て
風
も
な
く
「
一
樹
と
ゆ
れ
ず
」、

吟
行
の
人
や
観
光
客
が
静
か
に
動
い
て
い
た
。
こ
の
静

と
動
の
対
比
を
詠
ん
で
不
思
議
な
世
界
を
作
り
出
し
、

強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
句
で
あ
る
。
作
者

の
力
量
に
感
服
し
た
。            

堀 

尚
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

多
く
の
石
が
配
さ
れ
、
小
流
に
落
ち
る
葉
、
池
に
遊

ぶ
鯉
、
晩
秋
の
昼
の
一
日
。
足
音
も
た
て
ず
に
楽
し
む

人
が
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
の
庭
に
大
樹
が
数
本
悠
然
と

構
え
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
静
け
さ
、
人
が
ゆ
っ

た
り
と
動
く
中
に
、
色
づ
い
た
葉
を
付
け
た
樹
が
び
く

と
も
し
な
い
。
作
者
は
静
と
動
を
見
事
な
ま
で
に
捉
え

た
。
数
日
が
過
ぎ
て
も
脳
裏
に
焼
き
つ
き
余
韻
の
あ
る

作
品
と
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

松
浦
廣
江 

 

7
鯉
肩
を
寄
せ
小
春
日
の
水
の
音 

  

佐
竹 

伸
一 

 

小
春
日
の
長
閑
な
景
で
あ
る
。
鯉
が
肩
を
寄
せ
合
っ

て
い
る
と
い
う
擬
人
化
が
あ
た
た
か
く
、
浅
い
流
れ
の

響
き
が
密
や
か
で
「
水
の
音
」
が
利
い
て
い
る
。 

 

読
み
手
を
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
分
に
誘
う
好
ま
し

い
一
句
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

東
海
林
光
代 

 
 
 
 

8
保
育
所
の
楓
い
ち
ば
ん
紅
葉
す   

大
類
つ
と
む 

 

吟
行
地
の
洗
心
庵
に
隣
接
し
て
幼
稚
園
が
あ
る
。
当

日
は
日
曜
で
園
児
た
ち
の
姿
は
見
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
が
、
園
庭
に
は
カ
ラ
フ
ル
な
遊
具
が
設
置
さ
れ

予想しなかった花束に、薔薇が大好きな会長は 

大喜びであった。 
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て
い
た
。
そ
の
一
隅
に
大
き
な
楓
の
木
が
紅
葉
し
て
い

た
。
幼
児
の
も
み
じ
手
を
連
想
し
、
登
園
し
た
児
等
が 

 

「
う
わ
！
き
れ
い
だ
ね
」
と
落
ち
葉
を
拾
い
合
う
様
子

が
目
に
浮
か
ん
だ
。
い
や
そ
ん
な
児
等
で
あ
っ
て
欲
し

い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
嶋
玲
子 

 9
ふ
つ
く
ら
の
鯉
の
背
中
に
も
み
ぢ
散
る 

堀 

尚
子 

 

数
年
前
な
ら
木
枯
し
や
霙
の
時
季
で
あ
る
が
、
地
球

温
暖
化
で
未
だ
秋
本
番
の
洗
心
庵
。
赤
や
黄
緑
の
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
の
樹
木
を
巡
る
と
池
の
水
音
の
心
地
良

し
。
地
下
水
な
ら
で
は
の
最
適
環
境
で
悠
々
と
暮
ら
す

錦
鯉
。
そ
の
体
付
き
や
色
合
い
、
目
の
優
し
さ
に
癒
さ

れ
る
。
そ
の
背
に
は
ら
り
と
散
り
ゆ
く
紅
葉
の
動
き
も

捉
え
て
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
引
か
れ
た
。 阿

部
雅
子 

 12
膝
立
て
の
観
音
座
る
秋
の
庭    

 

松
浦 

廣
江 

 

膝
を
立
て
た
観
音
様
と
言
う
と
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
の

は
も
ち
ろ
ん
如
意
輪
観
音
で
あ
ろ
う
。
私
も
室
生
寺
の

そ
れ
が
大
好
き
で
あ
る
。
吟
行
会
の
中
で
私
は
こ
の
観

音
様
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
が
、
当
日
の
空
気
が
よ
く

表
れ
て
い
る
と
思
う
。
衆
生
を
救
い
願
い
を
満
た
す
と

い
う
仏
様
を
、
紅
葉
の
採
光
が
ま
ば
ゆ
い
庭
に
見
つ
け

た
喜
び
と
、「
膝
立
て
」
の
発
見
が
臨
場
感
を
持
っ
て
伝

わ
っ
て
く
る
。
生
意
気
な
が
ら
「
の
」
を
「
て
」
に
、

膝
立
て
と
い
う
事
は
も
う
坐
っ
て
い
る
と
わ
か
る
の

で
「
座
る
」
を
「
在
す
」
に
し
て
、「
膝
立
て
て
観
音
在

す
秋
の
庭
」
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。 

大
類
つ
と
む 

20
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
冬
の
小
蠅
ら
不
老
門 

阿
部
雅
子 

洗
心
庵
に
「
不
老
門
」
と
刻
ま
れ
、
先
端
が
兜
巾
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
御
影
石
の
石
柱
が
あ
る
。
わ
か
も

と
製
薬
の
創
業
者
の
庭
園
か
ら
移
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
門
を
く
ぐ
っ
た
も
の
は
老
い
る
こ
と
が
な
い

（
長
生
き
す
る
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
こ
の
門
に
集

ま
り
、
忙
し
く
飛
び
回
る
こ
と
も
な
く
、
ち
ょ
こ
ち
ょ

こ
と
周
り
を
た
む
ろ
す
る
数
匹
の
冬
の
小
蠅
。
不
老
門

の
言
葉
が
醸
す
小
さ
な
空
間
で
、
け
な
げ
に
生
き
る
蠅

達
を
見
つ
め
る
作
者
の
優
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。 

                              
 
 
 

佐
竹
伸
一 

 
 【
選
句
結
果
】 

五
点 

１ 

紅
葉
の
一
樹
と
ゆ
れ
ず
人
動
く     

大
類
つ
と
む 

四
点 

8
保
育
所
の
楓
い
ち
ば
ん
紅
葉
す  

  

大
類
つ
と
む 

9
ふ
つ
く
ら
の
鯉
の
背
中
に
も
み
ぢ
散
る 

 

堀  

尚
子 

12
膝
立
て
の
観
音
座
る
秋
の
庭  

 
 
 

松
浦 

廣
江 

17
小
流
れ
の
緩
き
静
寂
や
返
り
花    

 

木
嶋 

玲
子 

三
点 

5
飛
び
石
に
穴
の
二
つ
や
秋
の
水  

 
 

松
浦 

廣
江 

7
鯉
肩
を
寄
せ
小
春
日
の
水
の
音 

 
 

佐
竹 

伸
一 

20
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
冬
の
小
蠅
ら
不
老
門    

阿
部 

雅
子 

二
点 

4
、
18
東
海
林
光
代 

16
堀 

尚
子 

 

一
点 

2
堀 

尚
子 

3
、
10
木
嶋 

玲
子 

11
東
海
林
光
代 

 

15
大
類
つ
と
む 

21
佐
竹 

伸
一 

                             

小流れの落ちるところに鯉が集まって 

いた。鯉の句が３句も生まれた。 

皆さん真剣に、和

やかに。 

小春日の句座が

盛り上がった。 
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名
勝
「
大
沼
の
浮
島
」
と
俳
諧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
竹 

伸
一 

し
ま
遊
ふ
（
ぶ
）
夢
の
行
方
や
つ
ゆ
時
雨 

鸞 ら
ん

窓 そ
う 

大
沼
の
浮
島
の
湖
畔
に
芭
蕉
塚
が
あ
る
。
表
に
は
芭
蕉

の
辞
世
の
句
と
も
呼
ば
れ
る
「
旅
に
病
（
ん
）
で
夢
は

枯
野
を
か
け
巡
る
」。
そ
の
裏
面
に
あ
る
の
が
本
句
で
あ

る
。 鸞

窓
は
、
大
沼
山
主
別
当
大
行
院
十
八
代
（
１
７
１

６
～
１
７
８
８
年
）
雄
英
の
俳
号
。
塚
は
、
桃
青
翁
（
芭

蕉
）
三
世
と
称
し
た
と
さ
れ
る
ほ
ど
芭
蕉
を
敬
愛
し
て

止
ま
な
か
っ
た
彼
が
、
１
７
７
１
年
に
建
立
し
た
も
の

で
あ
る
。
鸞
窓
は
地
方
俳
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
全
国

に
名
の
知
れ
た
俳
人
で
あ
っ
た
。
大
沼
は
、
徳
川
家
の

祈
願
所
た
る
御
朱
印
地
。
修
験
の
代
表
者
と
し
て
、
彼

の
勧
進
の
旅
は
俳
諧
の
旅
で
も
あ
り
、
多
く
の
俳
人
と

の
関
わ
り
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
鸞
窓
に
よ
っ

て
奉
納
さ
れ
た
俳
額
に
は
、
日
本
各
地
の
俳
人
に
よ
る

俳
句
が
並
ぶ
。
朝
日
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

こ
れ
ら
俳
額
は
、
鸞
窓
と
俳
人
達
の
交
流
の
賜
物
で
あ
る
。 

さ
て
、
大
沼
の
浮
島
が
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
た
の

は
大
正
十
四
（
１
９
２
５
）
年
十
月
八
日
。
来
年
が
百

年
の
記
念
の
年
と
な
る
。
指
定
発
表
時
の
文
書
に
は
、

「
是
等
ノ
島
嶼
ハ
風
ナ
ク
シ
テ
、
徐
々
種
々
ノ
方
向
ニ

運
動
シ
、
或
時
ハ
池
辺
ニ
留
マ
リ
テ
静
止
シ
、
再
ビ
運

動
ヲ
越
シ
奇
観
極
マ
リ
ナ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

か
つ
て
、
大
江
家
、
最
上
家
、
徳
川
家
の
祈
願
所
と
し

て
庇
護
を
受
け
て
き
た
と
は
言
え
、
そ
の
存
在
が
広
く
世

に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
鸞
窓
以
降
で
あ
る
。 

彼
の
俳
諧
と
の
関
わ
り
で
大
沼
を
訪
れ
た
俳
人
の
中

に
百
井
塘
雨
（
？
～
１
７
９
４
年
）
が
い
る
。
ほ
ぼ
全

国
を
行
脚
し
た
塘
雨
は
自
ら
の
紀
行
文
を
集
め
た
『
笈

埃
随
筆
』
の
「
大
沼
山
浮
島
」
の
項
に
、「
そ
も
そ
も
此

山
上
に
扶
桑
第
一
の
霊
験
地
あ
り
。
か
か
る
辺
土
遠
境

な
れ
ば
、
諸
国
の
人
多
く
は
参
詣
せ
ず
。
故
に
其
奇
瑞

を
し
ら
ず
。」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
知
る
人
ぞ
知
る
程

度
で
あ
っ
た
大
沼
の
浮
島
を
広
く
世
間
に
知
ら
し
め
た

の
は
、
橘
南
谿
の
『
東
遊
記
』。
こ
れ
は
今
で
言
え
ば
旅

行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
先
が
け
で
あ
り
、『
西
遊
記
』
と
共

に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
橘
南
谿
は

『
笈
埃
随
筆
』
か
ら
引
用
し
て
大
沼
の
浮
島
を
『
東
遊

記
』
で
紹
介
し
た
こ
と
か
ら
、
大
沼
の
浮
島
は
そ
の
後

多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
か

の
小
林
一
茶
ま
で
も
が
、「
浮
島
や
う
ご
き
な
が
ら
の
蝉

時
雨
」
と
浮
島
を
想
像
し
て
句
を
詠
む
ほ
ど
に
、
大
沼

の
浮
島
は
知
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

来
年
の
百
周
年
記
念
事
業
で
は
、
是
非
と
も
俳
諧
（
句
）

に
光
を
当
て
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会
報

31

号 

令
和
六
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 

会
報
の
作
成
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

会
員
の
方
の
存
在
を
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
総
会
や
吟
行
の
様
子
だ
け
で
は
な
く
、

ほ
か
の
記
事
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
特

に
、「
現
代
俳
句
の
秀
句
を
読
む
」
は
八
回
続
い
て

い
て
勉
強
に
な
り
ま
す
。
次
の
会
報
を
楽
し
み
に

待
つ
ほ
ど
に
な
れ
ば
嬉
し
い
。 

快
く
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

松
浦
廣
江 

  

吟
行
会
の
日
は
十
一
月
と
は
思
え
な
い
暖
か
さ

で
し
た
が
、
十
二
月
に
入
っ
て
め
っ
き
り
寒
く
な

り
ま
し
た
。
こ
の
号
を
皆
様
に
お
届
け
す
れ
ば
今

年
度
の
事
業
は
無
事
に
終
わ
り
ま
す
。 

 

会
員
の
高
齢
化
が
進
み
、
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

が
益
々
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
会
報
は
心
を

通
わ
せ
る
手
段
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
思
い
ま

す
。
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 
 

堀 

尚
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朝日町の観光スポットの
一つ。森林に囲まれた湖面
には、風の有無に関わら
ず、大小様々な浮島が浮遊
する。その奇観が大沼の神
秘性を高めてきた。 


