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切
株

　

私
は
切
株
が
好
き
で
す
。
切
株
を
見
る
と
な
ん
と
な
く
ほ
っ
と
し
ま
す
。
切
株
を
好
き
に
な
っ
た
の
は
、
〈
切
株

が
あ
り
愚
直
の
斧
が
あ
り　

佐
藤
鬼
房
〉
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
鬼
房
先
生
の
句
を
読
ん
で
、
切
株
と
斧
の
持
つ
苦

し
さ
や
意
地
の
よ
う
な
も
の
に
気
付
か
さ
れ
た
と
同
時
に
、
切
株
の
凛
々
し
さ
や
逞
し
さ
、
落
ち
着
き
に
惹
か
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
切
株
を
見
か
け
る
度
に
切
株
の
写
真
を
撮
っ
て
い
ま
す
。
二
年
前
の
春
に
撮
り
始
め
た
写
真
も
、
今
で
は
千
枚

を
超
え
ま
し
た
。
多
く
の
切
株
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
切
株
も
一
本
一
本
違
っ
て
い
て
、
一
本
一
本
生
き
て
い
る
の
だ
と

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
太
い
切
株
、
細
い
切
株
、
中
が
大
き
な
空
洞
に
な
っ
て
い
る
切
株
、
根
本
が
崩
れ
て
い
て
ラ
ピ
ュ

タ
み
た
い
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
切
株
、
苔
に
覆
わ
れ
て
い
て
触
る
と
ふ
か
ふ
か
し
て
い
る
切
株
、
春
に
な
る

と
桜
に
覆
わ
れ
る
切
株
、
夏
に
な
る
と
断
面
か
ら
じ
ゅ
わ
っ
と
樹
液
が
溢
れ
出
る
切
株
、
色
ん
な
色
の
茸
が
生
え
て
い

る
切
株
、
年
輪
が
く
っ
き
り
見
え
る
切
株
、
蘖
が
す
っ
と
伸
び
て
い
る
切
株
な
ど
様
々
で
し
た
。
冬
に
雪
が
降
る
と
帽

子
を
被
っ
て
い
る
よ
う
に
な
る
の
も
可
愛
ら
し
く
て
惹
か
れ
ま
す
。
で
も
、
ど
の
木
も
数
年
前
ま
で
は
桜
や
林
檎
、
青

葉
や
紅
葉
を
つ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
う
と
、
可
愛
い
な
ど
と
喜
ん
で
い
て
良
い
の
か
と
も
思
い
ま
す
。
先
日
、

松
島
の
瑞
巌
寺
前
の
切
株
は
、
津
波
を
受
け
て
塩
害
で
腐
り
、
切
ら
れ
た
も
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
切
株
に
は
そ
れ
ぞ

れ
切
ら
れ
た
理
由
が
あ
る
こ
と
、
切
ら
れ
た
痛
み
が
き
っ
と
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
切
株
を
撮
り
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
切
ら
れ
て
切
株
に
な
っ
た
後
も
、
変
化
が
絶
え
な
い
の
だ
と
い
う
こ

と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
苔
に
覆
わ
れ
て
い
た
切
株
は
、
外
側
が
少
し
ず
つ
崩
れ
芯
の
み
が
残
り
、
今
で
は
以
前
の
五

分
の
一
ほ
ど
の
太
さ
に
な
り
ま
し
た
。
春
に
桜
の
花
び
ら
に
覆
わ
れ
て
い
た
切
株
は
、
歩
道
の
拡
幅
工
事
で
見
え
な

く
な
り
ま
し
た
。
私
の
膝
の
高
さ
ほ
ど
あ
っ
た
蘖
が
、
根
本
か
ら
切
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
自
然
に
朽

ち
る
の
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
が
、
勝
手
に
切
っ
た
も
の
を
ま
た
切
っ
た
り
、
埋
め
た
り
と
、
人
間
が
身
勝
手
で
切
株

や
斧
に
対
し
て
失
礼
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
の
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
切
株
に
痰
が
吐
き
捨
て
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
切
株
の
句
を
詠
ん
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
詠
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。
切
株
が
好

き
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
含
め
た
人
間
の
身
勝
手
さ
を
自
覚
し
、
切
株
が
積
み
重
ね
て
き
た
時
間
に
敬
意
を
持
ち
な

が
ら
、
少
し
で
も
誠
実
に
切
株
を
見
て
、
切
株
の
一
瞬
一
瞬
を
詠
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

鬼
房
の
掌
は
冬
陽
の
切
株　
　
　

美
香

宮 城 県
現代俳句協会
Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ
２０２５．５　№51

𠮷
沢　

美
香　

（
小
熊
座
・
む
じ
な
）　
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令和６年度収支決算書令和７年度予算案

第４号議案

⾃R7年 1⽉  1⽇
⾄R7年12⽉31⽇

＜収⼊の部＞ （単位︓円）

項⽬
令和6年度

決算額
令和7年度

予算額
備考

前年度繰越⾦ 407,069 437,814
地区助成⾦ 158,400 180,000 90名×2,000円=180,000円

総会後句会参加費 26,000 30,000 30名×1,000円
吟⾏会・研修会参加費 21,000 40,000 1,000円×20名=20,000円を2回開催

雑収⼊ 25 0

合計 612,494 687,814

＜⽀出の部＞ （単位︓円）

項⽬
令和6年度

決算額
令和7年度

予算額
備考

総会費 13,395 14,000 会場費、総会後句会賞品
会報費 50,094 130,000 年2回発⾏(4⽉、10⽉）※発送費含む
負担⾦ 16,390 30,000 第39回現代俳句東北⼤会
通信費 26,117 50,000 葉書、切⼿、レターパック、メール便など
事務費 10,512 10,000 インク、コピー、封筒、宛名ラベルなど

吟⾏会・研修句会補助費 39,140 50,000 年2回、賞品、懇親会補助
顕彰費 7,832 10,000 ⼤崎俳句⼤会、塩竈ジュニア俳句⼤会
交通費 11,200 30,000 監査、東北⼤会役員会参加補助
予備費 0 363,814

次年度繰越⾦ 437,814

合計 612,494 687,814

宮城県現代俳句協会
令和7年度予算案

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

令
和
７
年
度　

宮
城
県
現
代
俳
句
協
会
総
会

第
１
号
議
案　

令
和
６
年
度
事
業
報
告

１	
定
時
総
会	

令
和
６
年
３
月
24
日　

仙
台
市
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー

（
23
名
参
加
）

２	

吟
行
会　

	

令
和
６
年
７
月
14
日　

塩
竈
吟
行
（
21
名
参
加
、
う
ち
１
名

欠
席
投
句
）

３	

第
38
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
―
山
形
大
会
（
紙
上
大
会
）

４　

会
報
発
行
（
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
）
50
号
（
９
月
）

第
２
号
議
案　

令
和
６
年
度
会
計
決
算
・
監
査
報
告　

下
記
の
通
り

第
３
号
議
案　

令
和
７
年
度
事
業
計
画
案

１	

定
時
総
会	

令
和
７
年
３
月
29
日
開
催

２	

研
修
会
・
句
会　

令
和
７
年
６
月
実
施
予
定

３	

吟
行
会　

	

令
和
７
年
11
月
実
施
予
定

４	

第
39
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
―
秋
田
大
会　

	

令
和
７
年
９
月
27
日　

秋
田
市
開
催
予
定

５	

会
報
発
行
（
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
）
51
号
（
４
月
）
、
52
号
（
10
月
）

第
４
号
議
案　

令
和
７
年
度
予
算
案　

下
記
の
通
り

第
５
号
議
案　

規
約
改
正

次
の
各
条
項
に
つ
き
、
→
以
下
の
と
お
り
下
線
部
分
を
加
筆
す
る

第
三
条　
　
　

宮
城
県
在
住
の
→
宮
城
県
及
び
県
外
在
住
の

第
五
条
の
一　

	

俳
句
会
、
吟
行
会
、
研
究
会
、
講
演
会
、
展
示
会
等
の
開
催

　
　

→
俳
句
賞
、
俳
句
会
、
吟
行
会
、
研
究
会
、
講
演
会
、
展
示
会
等
の
開
催

第
６
号
議
案　

役
員
改
選

顧　

問　

高
野
ム
ツ
オ

会　

長　

渡
辺
誠
一
郎

副
会
長　

成
田
一
子
、
坂
下
遊
馬
（
新
、
幹
事
長
兼
務
）

幹
事
長　

坂
下
遊
馬

幹　

事　

浅
川
芳
直
、
大
久
保
和
子
、
大
槻
泰
介
（
新
）
、
小
田
桐
妙
女
（
新
）

　
　
　
　

小
田
島
渚
、
川
名
ま
こ
と（
新
）
、菊
池
修
市
、
黒
河
内
玉
枝
（
新
）

	

　
　

庄
子
紅
子（
新
）、鈴
木
三
山
、関
根
か
な
、髙
橋
薫（
新
）、嶺
岸
さ
と
し

会　

計　

本
木
朱
実　
　
　

監　

事　

伊
澤
て
つ
を
（
新
）
、
星
節
子

　

※
今
回
よ
り
、
総
会
欠
席
者
へ
の
資
料
発
送
は
、
経
費
削
減
、
事
務
作
業
軽
減

　
　

の
た
め
、
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
７
年
３
月
29
日
、
仙
台
市
生
涯
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー
第
２
セ
ミ
ナ
ー
室
に
お
い
て
開

催
。
会
員
数
94
名
の
う
ち
30
名
が
参
加
、
事
業
報
告
・
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
満
場
一
致
で

承
認
さ
れ
た
。
総
会
終
了
後
、
持
ち
寄
り
、
席
題
１
句
ず
つ
の
句
会
を
開
催
。
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大　

槻　

泰　

介　

（
麦
）

＝
「
雑
詠
」
及
び
席
題
（
後
部
座
席
）
＝

〈
高
得
点
句
〉

10
点　

花
束
を
後
部
座
席
に
離
任
せ
り	

伊
澤
て
つ
を　

10
点　

春
の
月
後
部
座
席
の
子
の
無
口	

千
葉　

和
珠　

８
点　

風
船
を
持
た
さ
れ
て
佇
つ
ゴ
リ
ラ
の
前	

平
山　

北
舟　

６
点　

後
部
座
席
に
骨
壺
か
か
ぐ
春
の
海	

黒
河
内
玉
枝　

６
点　

靴
底
は
い
つ
も
片
減
り
初
桜	

坂
下　

遊
馬　

６
点　

鍵
穴
を
擦
り
抜
け
て
く
る
蒙
古
風	

髙
橋　
　

薫　

５
点　

姦
し
き
後
部
座
席
の
花
衣	

成
田　

一
子　

５
点　

春
の
虹
後
部
座
席
に
傘
ひ
と
つ	

嶺
岸
さ
と
し　

わ
れ
等
花
見
後
部
座
席
に
犬
置
い
て	

淺
沼
眞
規
子　

暴
風
の
き
の
ふ
で
あ
り
し
燕
く
る	

大
久
保
和
子　

四
月
馬
鹿
後
部
座
席
を
隠
れ
蓑	

大
坂　

宏
子　

春
の
夜
シ
ー
ラ
カ
ン
ス
の
ご
と
眠
る	

大
槻　

泰
介　

春
愁
や
檻
ま
で
も
飛
び
出
す
絵
本	

小
田
島　

渚　

助
手
席
に
後
部
座
席
に
花
吹
雪	

小
野
寺
み
ち
子

曳
い
て
き
た
花
の
匂
い
と
引
き
籠
る	

川
名
ま
こ
と　

震
災
の
畑
地
巻
き
上
げ
春
疾
風	
菊
地　

幸
子　

や
み
く
も
に
押
し
戻
し
て
も
春
の
闇	
菊
地　

美
紀　

涅
槃
西
風
後
部
座
席
に
母
と
ゐ
て	
日
下　

節
子　

春
疾
風
踏
ん
張
つ
て
ゐ
る
五
本
指	

小
関　

桂
子　

花
冷
の
後
部
座
席
の
待
合
室	

佐
々
木
和
子　

囀
の
染
み
た
る
木
々
や
沼
明
り	

佐
藤　

み
ね　

バ
ス
揺
れ
て
後
部
座
席
に
ゐ
る
朧	

庄
子　

紅
子　

花
弁
一
、二
後
部
座
席
に
彼
の
人
が	

新
藤　

綾
子　

卒
業
や
後
部
座
席
の
君
去
り
ぬ	

鈴
木　

三
山　

闘
鶏
へ
後
部
座
席
に
師
を
乗
せ
て	

鶴
岡　

行
馬　

師
の
捲
く
る
分
厚
き
カ
ル
テ
黄
水
仙	

星　
　

節
子　

仏
像
の
顔
に
皺
な
し
隙
間
風	

丸
山
千
代
子　

ハ
イ
タ
ッ
チ
し
て
後
部
座
席
へ
新
入
生	

丸
山
み
づ
ほ　

し
ず
け
さ
は
後
部
座
席
の
巣
箱
か
な	

渡
辺
誠
一
郎　

総
会
句
会
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へ
こ
み
た
る
腹
に
臍
あ
り
水
中
り　
　
　
　

　
「
俳
句
と
笑
い
」
の
テ
ー
マ
を
前
に
、
思
わ
ず
虚
子
の
こ
の
句
を
思
い
出
し
た
。
こ

れ
は
昭
和
十
二
年
七
月
の
句
。
前
書
き
に
は
「
碧
梧
桐
と
は
よ
く
親
し
み
よ
く
争
ひ
た

り
」
と
あ
る
。
虚
子
は
こ
の
年
の
三
月
に
は
、「
日
本
及
び
日
本
人
」
誌
上
で
、
碧
梧

桐
追
悼
の
〈
た
と
ふ
れ
ば
独
楽
の
は
じ
け
る
如
く
な
り
〉
を
詠
ん
で
い
る
。
追
想
と
い

え
ど
も
、
緊
迫
感
の
あ
る
独
楽
の
句
と
は
違
い
、
臍
の
句
に
は
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
。

句
意
は
明
快
。
し
か
し
体
調
は
深
刻
。
腹
痛
を
起
こ
し
、
下
痢
と
な
っ
て
腹
は
完
全
に

へ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
腹
に
あ
る
臍
が
、
情
け
な
さ
そ
う
な
表
情
を
見
せ
て

い
る
。
ま
さ
に
滑
稽
そ
の
も
の
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
単
な
る
滑
稽
さ
を
超
え
、
生
そ

の
も
の
へ
と
思
い
が
深
く
沈
ん
で
い
る
。
虚
子
は
普
段
は
あ
ま
り
気
が
付
か
な
い
臍
の

存
在
を
改
め
て
認
知
し
た
の
だ
。
病
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
臍
の
情
け
な
さ
と
い
う
自
虐

的
な
思
い
が
働
い
て
い
る
。
思
え
ば
臍
は
人
間
の
生
の
起
点
、
出
発
点
だ
。
そ
れ
が
へ

こ
ん
だ
腹
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
病
に
よ
っ
て
腹
の
上
で
一
層
露
わ
に
な
っ
た

臍
か
ら
、
虚
子
は
改
め
て
己
の
生
を
凝
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
の
句
境
の
深

さ
に
向
か
う
の
だ
。

　
　

死
神
を
蹶
る
力
無
き
蒲
団
か
な

　

大
正
時
代
を
迎
え
て
間
も
な
く
、
虚
子
は
や
は
り
胃
腸
病
に
苦
し
む
。
医
師
は
こ
れ

を
腸
カ
ル
タ
と
診
断
。
こ
こ
で
の
「
蹶
」
の
字
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
「
蹴
」
で
は
な
く
、

「
蹶
起
」
の
一
字
で
あ
る
。
蹶
に
は
、「
た
お
す
」「
殺
す
」
の
意
味
が
あ
る
。
人
を
死

に
誘
う
神
さ
え
殺
し
て
し
ま
い
た
い
と
の
気
持
ち
は
過
激
で
あ
る
。
大
胆
な
表
現
だ
。

そ
こ
に
可
笑
し
み
の
空
気
が
流
れ
て
い
る
。
大
げ
さ
す
ぎ
る
故
に
、
か
え
っ
て
可
笑
し

み
が
滲
ん
で
く
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
虚
子
が
死
神
と
必
死
の
思
い
で
対
峙
し
て
い
る
心

境
で
あ
っ
た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
来
る
。
実
際
こ
の
時
は
、
死
を
覚
悟
し
た
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
詠
ん
で
い
る
虚
子
に
は
、
い
た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
虚
子
の
死
ぬ
思
い
を
受
け
と
め
な
が
ら
も
、
読
み
手
に
は
、
深

刻
さ
よ
り
も
可
笑
し
み
の
方
が
勝
っ
て
来
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
俳
句
を
成
立
さ

せ
る
ポ
エ
ジ
ー
自
体
が
、
可
笑
し
み
を
抱
え
て
い
る
か
ら
だ
。
深
刻
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
そ
の
世
界
は
滑
稽
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
背
中
合
わ
せ
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

　
　

人
間
吏
と
な
る
も
風
流
胡
瓜
の
曲
る
も
亦

　

前
書
き
に
「
嘲
吏
青
嵐
」
と
あ
る
。
青
嵐
と
は
、
関
東
大
震
災
の
時
の
東
京
市
長
で

あ
っ
た
永
田
青
嵐
。
虚
子
も
鎌
倉
で
大
震
災
に
遭
遇
す
る
が
、
震
災
句
は
一
句
も
詠
ま

な
か
っ
た
。
以
前
ひ
孫
の
星
野
高
士
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
虚
子
は
震
災
が

怖
く
て
詠
め
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
た
。
花
鳥
諷
詠
の
範
疇
の
外
に
震
災
は

あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
青
嵐
は
詠
ん
だ
。
そ
れ
を
虚
子
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載

し
た
。〈
屍
焼
く
煙
や
秋
の
江
を
隔
つ
〉〈
バ
ラ
ッ
ク
に
人
生
き
て
居
る
野
分
か
な
〉〈
市

役
所
の
庭
に
産
れ
ぬ
露
の
秋
〉。
青
嵐
は
、
ま
さ
に
阿
鼻
叫
喚
の
中
で
震
災
に
向
き
合

い
、
東
京
の
復
興
に
尽
力
し
た
。
辞
世
の
句
は
、〈
震
災
忌
我
に
古
り
ゆ
く
月
日
か
な
〉

で
あ
っ
た
。
震
災
の
記
憶
は
、
青
嵐
か
ら
生
涯
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
虚
子
の
句

は
、
こ
の
「
吏
」
で
あ
る
青
嵐
を
詠
ん
だ
。「
吏
」
と
は
役
人
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
は
多
少
の
揶
揄
が
混
じ
る
。
素
の
人
間
が
、
人
間
ら
し
か
ら
ぬ
吏
に
な
る
と
の
認

識
が
面
白
い
。
さ
ら
に
、
曲
が
っ
た
胡
瓜
が
登
場
す
る
。
法
に
基
づ
い
て
、
組
織
の
な

か
で
厳
格
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
吏
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
の
力

に
委
ね
る
よ
う
に
、
曲
が
る
に
任
せ
る
胡
瓜
と
の
取
り
合
わ
せ
。
そ
れ
を
仲
立
ち
す
る

よ
う
に
「
風
流
」
の
世
界
が
繋
ぎ
と
め
る
可
笑
し
さ
。
自
然
も
人
の
世
も
趣
の
あ
る
営

み
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
指
す
意
味
な
の
だ
。
破
調
の
リ
ズ
ム
と
相
ま
っ
て
、
絶
妙
な

屈
折
感
が
効
い
て
い
る
。

　

最
後
に
軽
み
の
一
句
。

　
　

昼
寝
す
る
我
と
逆
さ
に
蠅
叩

　
　

ワ
ガ
ハ
イ
ノ
カ
イ
ミ
ヨ
ウ
モ
ナ
キ
ス
ス
キ
カ
ナ

　

虚
子
と
蠅
叩
き
と
は
、
頭
を
反
対
に
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
対
等
で
あ
る
。
そ

こ
が
面
白
い
。
二
句
目
は
漱
石
の
猫
の
死
へ
の
電
文
。
漱
石
の
心
情
を
お
も
ん
慮
る
一

句
だ
が
、
電
文
調
の
表
記
の
為
も
あ
り
、
俳
諧
味
が
効
い
て
い
る
。

渡
辺
誠
一
郎

（
小
熊
座
）

可
笑
し
い
虚
子
の
俳
句
の
い
く
つ
か
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真
実
や
智
惠
に
も
譬
え
ら
れ
る
阿
吽
の
「
阿
」
。
こ
こ
で
の
「
阿
の

口
」
は
神
社
の
狛
犬
、
仁
王
門
の
金
剛
力
士
像
、
ま
た
は
密
教
の
阿
字
観

と
、
何
を
浮
か
べ
て
貰
っ
て
も
結
構
。
あ
の
重
厚
な
像
の
存
在
と
、
目
刺

の
煙
の
軽
さ
を
並
べ
て
み
た
だ
け
だ
。
世
俗
的
な
目
刺
を
焼
く
煙
が
、
阿

の
口
を
め
ざ
す
と
い
う
諧
謔
。
煩
悩
即
菩
提
。
当
然
、
め
ざ
す
と
目
刺
の

韻
の
野
暮
っ
た
さ
も
狙
い
。

　

い
つ
か
ら
か
新
聞
配
達
が
主
婦
ら
し
い
方
か
ら
少
年
に
変
わ
っ
た
。
大

人
し
そ
う
で
人
付
き
合
い
が
苦
手
そ
う
に
見
え
た
の
で
、
あ
る
朝
、
ご
み

袋
を
手
に
声
を
か
け
て
み
た
。
す
る
と
予
想
外
に
流
暢
な
語
り
口
で
話
し

出
し
た
の
は
嬉
し
い
驚
き
で
あ
っ
た
。
配
達
が
遅
れ
て
は
大
変
と
早
々
に

切
り
上
げ
た
が
、
少
年
と
い
う
の
は
私
の
思
い
込
み
で
、
実
は
三
十
一
歳

の
青
年
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

五
十
年
ほ
ど
前
、
数
人
の
仲
間
と
吟
行
の
途
中
零
余
子
と
い
う
も
の
を
初
め

て
見
た
。
蔓
に
絡
ま
れ
て
顔
を
出
し
た
零
余
子
は
小
粒
な
馬
鈴
薯
の
よ
う
で
動

き
出
し
そ
う
に
見
え
た
。
咄
嗟
に
ム
ー
ミ
ン
を
連
想
し
た
。
当
時
テ
レ
ビ
に
放

映
さ
れ
て
い
た
ア
ニ
メ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
句
会
で
は
意
外
に
も
受
け
た
。

仲
間
に
故
佐
藤
き
み
こ
さ
ん
も
お
ら
れ
、
思
い
出
が
一
層
濃
く
な
っ
て
い
る
。

　

句
会
で
は
賛
同
を
頂
け
な
か
っ
た
が
、
自
分
で
は
気
に
入
っ
て
い
る
句

で
あ
る
。
武
勇
に
優
れ
、
領
国
経
営
で
も
手
腕
を
発
揮
し
た
加
藤
清
正
。

痔
疾
で
雪
隠
に
長
く
籠
り
な
が
ら
家
臣
の
様
子
な
ど
に
思
い
を
巡
ら
し
て

い
た
と
池
波
正
太
郎
で
読
み
、
清
正
の
長
雪
隠
と
し
て
記
憶
に
残
っ
て
い

る
。
よ
う
や
く
暖
か
に
な
っ
た
一
日
、
個
室
に
籠
っ
て
コ
ク
リ
と
し
て
い

る
髯
面
の
大
丈
夫
、
平
和
だ
な
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
素
人
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
で
す
が
、
要
は
石
油
や

石
炭
と
い
っ
た
化
石
燃
料
か
ら
の
脱
却
、
と
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

無
性
に
腹
が
立
つ
、
こ
れ
だ
っ
て
立
派
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
活
か
せ
ば

次
に
繋
が
る
、
し
か
し
無
暗
に
放
出
す
る
と
周
囲
に
優
し
く
な
い
な
ど
と

考
え
る
う
ち
に
、
木
の
芽
和
え
の
香
り
と
触
感
に
エ
ナ
ジ
ー
そ
の
も
の
が

消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
、
春
の
若
葉
が
美
し
い
庭
に
小
鳥
達
が
囀
っ
て
、
春
の

旅
へ
出
た
い
よ
う
な
陽
気
で
あ
っ
た
。

　

句
会
終
了
後
に
主
宰
か
ら
「
私
の
事
を
俳
句
に
し
た
の
か
な
あ
」
と
に

こ
や
か
に
問
わ
れ
て
び
っ
く
り
。
た
ま
た
ま
主
宰
が
出
張
帰
り
に
こ
の
句

会
を
開
か
れ
、
句
の
内
容
と
ピ
ッ
タ
リ
な
の
で
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
偶
然
が
重
な
る
こ
と
も
、
俳
句
の
世
界
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

年
月
を
積
む
た
び
に
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
塩
竈
市
で
の
鬼
房
大
会

に
今
は
亡
き
金
子
兜
太
先
生
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
折
、
私
を
し
げ
し
げ
と

見
つ
め
、
「
あ
ん
た
で
か
い
ね
」
と
破
顔
さ
れ
た
。
後
年
、
掲
句
を
成
し

た
折
に
ム
ツ
オ
主
宰
か
ら
「
あ
ん
た
で
か
い
ね
と
は
兜
太
ら
し
い
。
普
通

は
が
っ
ち
り
し
た
人
を
言
う
ん
だ
よ
な
あ
」
と
に
ん
ま
り
さ
れ
た
。
季
節

が
来
る
と
決
ま
っ
て
掲
句
が
甦
っ
て
来
る
。

　

以
前
、
遊
園
地
に
チ
キ
ン
バ
ス
ケ
ッ
ト
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
っ
た
。
回

っ
て
い
る
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
、
毛
を
毟
り
取
ら
れ
、
焼
く
だ
け
に
さ
れ
た
作

り
物
の
鶏
を
投
げ
入
れ
る
の
で
あ
る
。
何
羽
入
っ
た
か
を
競
う
。
そ
の
鶏

の
姿
が
あ
ま
り
に
リ
ア
ル
で
み
す
ぼ
ら
し
く
、
私
の
姿
に
似
て
い
た
よ
う

で
、
子
ど
も
た
ち
が
お
母
さ
ん
が
い
る
と
い
っ
て
笑
っ
た
。

阿
の
口
を
め
ざ
す
目
刺
の
煙
か
な

囀
り
に
ま
み
れ
て
ゐ
た
る
旅
カ
バ
ン

う
ら
ら
か
や
加
藤
清
正
長
雪
隠

「
あ
ん
た
で
か
い
ね
」
と
兜
太
の
声
や
柿
若
葉

や
り
終
え
し
こ
と
何
も
な
し
羽
抜
鳥

零
余
子
み
な
ム
ー
ミ
ン
と
そ
の
お
友
達

新
聞
少
年
実
は
お
し
や
べ
り
秋
澄
め
り

癇
癪
は
ク
リ
ー
ン
エ
ナ
ジ
ー
木
の
芽
和
え

い
し
も
た
星
人
（
滝
・
俳
句
ス
ク
エ
ア
）

伊　

澤　

二
三
子　

（
小
熊
座
）

伊　

澤　

て
つ
を　

（
小
熊
座
）

神　

野　

礼
モ
ン　
（
小
熊
座
）

大　

坂　

宏　

子　

（
小
熊
座
）

淺　

沼　

眞
規
子　

（　

陸　

）

大
久
保　

和　

子　

（
小
熊
座
）

泉　
　
　

陽
太
郎　

（
海　

原
）

一 句 一 葉
テーマ　可笑しみ
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昔
、
大
き
な
祭
り
に
は
定
番
の
か
き
氷
屋
や
綿
飴
売
り
に
交
じ
っ
て
似

顔
絵
描
き
が
来
て
い
た
。
そ
の
人
の
顔
と
形
を
捉
え
て
い
て
、
描
い
て
も

ら
っ
た
方
は
笑
顔
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
突
然
年
配
の
方
が
怒
り
だ
し

た
。
「
こ
ん
な
に
年
を
と
っ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
が
、
ど
こ
か

ら
見
て
も
そ
っ
く
り
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

掲
句
は
小
熊
座
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年
十
二
月
号
の
当
月
佳
作

抄
に
入
っ
た
作
品
で
す
。
年
齢
も
五
十
歳
を
過
ぎ
、
職
場
で
は
業
績
と
評

価
に
せ
め
ら
れ
な
が
ら
も
奮
闘
し
て
い
た
時
期
で
す
。
「
秋
刀
魚
焼
く
」

の
措
辞
に
当
時
の
反
骨
や
悲
哀
が
投
影
さ
れ
、
懐
古
的
で
可
笑
し
み
も
感

じ
ま
す
。
ギ
ャ
グ
マ
ン
ガ
の
天
才
バ
カ
ボ
ン
は
、
何
度
も
ア
ニ
メ
化
さ
れ

「
パ
パ
」
は
私
の
憧
憬
で
す
。

似
顔
絵
が
似
す
ぎ
て
不
満
生
身
魂

バ
カ
ボ
ン
の
パ
パ
で
い
い
の
だ
秋
刀
魚
焼
く

菊　

池　

修　

市　

（
青
岬
・
牧
）

　

亡
く
な
っ
た
祖
母
も
、
母
も
手
先
が
器
用
。
私
は
父
に
似
た
の
か
決
し

て
器
用
で
は
な
い
。
包
丁
さ
ば
き
も
二
人
と
も
上
手
だ
っ
た
。
二
人
と
の

違
い
は
、
誰
か
の
母
親
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
な
。
因
み
に
、
じ
ゃ
っ

ぱ(

雑
把)

汁
は
青
森
県
を
代
表
す
る
冬
の
味
覚
で
、
大
根
や
葱
を
入
れ
、

鱈
の
内
臓
や
骨
、
皮
な
ど
の
「
ア
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
部
位
を
煮
込
む
津
軽

の
郷
土
料
理
で
あ
る
。

母
の
手
は
マ
ジ
シ
ャ
ン
の
ご
と
じ
や
つ
ぱ
汁

小　

田　

桐
妙
女　

（　

陸　

）

小　

野　
　
　

豊　

（
小
熊
座
）

　

３
・
11
震
災
前
、閖
上
海
岸
の
清
掃
と
の
呼
び
か
け
が
あ
り
参
加
。
清
掃

後
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
凧
揚
げ
を
す
る
事
に
。
凧
は
手
製
二
枚
と
の
事
。

一
枚
は
武
者
絵
を
、も
う
一
枚
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
騎
乗
姿
を
描
く
こ
と
に
し
た
。

　

ポ
ス
タ
ー
カ
ラ
ー
を
た
っ
ぷ
り
使
い
、
模
写
は
得
意
な
の
で
、
我
乍
ら

良
い
出
来
上
り
だ
っ
た
。
さ
て
青
空
に
生
き
生
き
と
揚
が
っ
た
が
、
武
者

の
方
は
残
念
乍
ら
程
な
く
し
て
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

武
者
絵
凧
落
ち
て
ざ
ん
ば
ら
髪
と
な
る

菊　

地　

幸　

子　



第
40
回
詩
歌
文
学
館
賞

【 

詩
部
門 

】

　
中
尾
太
一
『
フ
ロ
ム
・
テ
ィ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
』
（
思
潮
社
）

【
短
歌
部
門
】

　
中
根
　
誠
『
鳥
の
声
』
（
角
川
文
化
振
興
財
団
）

【
俳
句
部
門
】

　
中
村
和
弘
『
荊
棘
』
（
ふ
ら
ん
す
堂
）

◆
贈
賞
式

 

　
５
月
24
日(

土)

　
15
時
〜
16
時
　
当
館
講
堂

◆
特
別
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
「
詩
歌
の
未
来
を
語
る
」

　
16
時
10
分
〜
17
時
40
分

◇
パ
ネ
リ
ス
ト
　
井
戸
川
射
子
（
詩
人･

小
説
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
小
佐
野
　
彈
（
歌
人･

小
説
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
堀
田
　
季
何
（
俳
人･

歌
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
暮
田
　
真
名
（
川
柳
作
家
）

◇
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
神
野
　
紗
希
（
俳
人
）

※

入
場
無
料

　
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◆
常
設
展

　
ペ
ッ
ト
と
詩
歌
　
開
催
中
　※

こ
ち
ら
も
入
場
無
料
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〔開館時間〕9時～17時 

〔休 館 日〕月曜日・年末年始 

（ただし月曜日が祝日等の場合は開館）

〔入 館 料〕無料 

 

ＪＲ北上駅からタクシーで約６分

夏
の
研
修
会
案
内　

日　

時　

6
月
8
日
（
日
）
13
：
15
～
17
：
00

場　

所　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
第
5
会
議
室

講　

演　

大
槻
泰
介
氏（
脳
神
経
外
科
医
、宮
城
県
現
代
俳
句
協
会
幹
事
、麦
所
属
）

　
　
　
　
「
意
識
と
は
何
か
―
て
ん
か
ん
学
か
ら
の
考
察
」

参
加
費　

	

１
，
０
０
０
円　
　

　
　
　
　

講
演
後
、
句
会
（
持
ち
寄
り
、
席
題
1
句
ず
つ
の
２
句
出
し
）

懇
親
会			

会
費
４
，
０
０
０
円

　
　
　
　

お
申
込
み
は
５
月
30
日
ま
で
、
事
務
局
坂
下
に
葉
書
、
電
話
、

　
　
　
　

シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
、
メ
ー
ル
い
ず
れ
も
可
。

　
　
　
　

携
帯
電
話
番
号　
　

０
９
０
―
２
９
８
２
―
７
２
３
０

　
　
　
　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

rakkrakuys88@
yahoo.co.jp　
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第
38
回
現
代
俳
句
東
北
大
会
（
山
形
）　
入
賞
作
品

　
　

令
和
６
年
９
月
30
日　
（
紙
上
句
会
）

▽
大
会
佳
作
賞　

箱
庭
の
穴
は
防
空
壕
で
あ
る	

髙
橋　

彩
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

風
青
し
大
樹
の
瘤
は
神
の
貌	

淺
沼
眞
規
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
サ
イ
ル
も
西
日
も
入
る
る
日
本
海	

平
山　

北
舟

▽
対
馬　

康
子
特
選　

箱
庭
の
穴
は
防
空
壕
で
あ
る	

髙
橋　

彩
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

惚
れ
惚
れ
と
し
た
艶
で
あ
り
油
虫	

小
野　

道
子

▽
成
田　

唯
央
特
選　

捩
花
や
童
顔
多
き
特
攻
兵	

嶺
岸
さ
と
し

▽
船
越　

み
よ
特
選　

九
穴
の
乾
び
覚
ゆ
る
炎
暑
か
な	

兵
藤　

康
行

▽
四
戸
美
佐
子
特
選　

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
己
に
猛
る
夏
鴉	

小
関　

桂
子

▽
五
日
市
明
子
特
選　

鬼
や
ん
ま
子
ら
を
引
き
連
れ
巡
行
す	

平
山　

北
舟

▽
渡
辺
誠
一
郎
特
選　

ミ
サ
イ
ル
も
西
日
も
入
る
る
日
本
海	

平
山　

北
舟

▽
成
田　

一
子
特
選　

東
北
の
地
べ
た
か
が
や
く
雲
の
峰	

齋
藤　

伸
光

▽
鈴
木　

三
山
特
選　

漂
ひ
て
海
月
は
母
性
透
き
と
ほ
る	

庄
子　

紅
子

▽
坂
下　

遊
馬
特
選　

雲
の
峰
魚
の
記
憶
に
羽
が
あ
る	

佐
藤　

み
ね

▽
大
類
つ
と
む
特
選　

星
生
る
る
蝌
蚪
が
手
足
を
動
か
せ
ば	
丸
山
千
代
子

▽
畠
山
カ
ツ
子
特
選　

父
母
亡
く
も
我
も
帰
省
子
山
河
あ
り	
兵
藤　

康
行

▽
堀　
　

尚
子
特
選　

風
青
し
大
樹
の
瘤
は
神
の
貌	
淺
沼
眞
規
子

第
61
回
現
代
俳
句
全
国
大
会
入
選
作
品

▽
恩
田
侑
布
子
特
選
1
位

　
　
　
　
　
　
　

霾
や
言
葉
に
飢
え
し
地
平
線	

大
槻　

泰
介

▽
村
本　

二
本
特
選

　
　
　
　
　
　
　

言
訳
も
修
正
も
な
し
敗
戦
日	

兵
藤　

康
行

▽
曾
根　
　

毅
特
選

　
　
　
　
　
　
　

蟻
の
目
も
一
天
体
や
秋
の
風	

高
野
ム
ツ
オ

▽
木
村　

聡
雄
特
選

　
　
　
　
　
　
　

秋
風
や
握
れ
ば
砂
に
砂
の
声	

高
野
ム
ツ
オ



浅
川　

芳
直　

第
49
回
宮
城
県
俳
句
賞
準
賞

　
　
　
　
　
　

第
48
回
俳
人
協
会
新
人
賞

小
野
寺
み
ち
子　

第
45
回
角
川
春
樹
賞

今
野　

勝
正　

第
33
回
波
新
人
賞

坂
下　

遊
馬　

第
49
回
宮
城
県
俳
句
賞
準
賞

鶴
岡　

行
馬　

第
61
回
宮
城
県
芸
術
協
会
文
芸
賞
宮
城
県
知
事
賞

檜
野
美
果
子　

第
15
回
北
斗
賞
佳
作

土
見
敬
志
郎　

第
23
回
鬣
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｍ
Ｉ
賞

■
慶
祝

第
62
回
現
代
俳
句
全
国
大
会
作
品
募
集

　

令
和
7
年
11
月
3
日
（
月
・
祝
）
午
後
1
時
よ
り
「
東
天
紅
」
上
野
店

　

投
句
締
切　

７
月
31
日
（
木
）
必
着

　

応
募
規
定　

①
３
句
一
組
・
２
千
円　

何
組
で
も
可
。

②
題
詠
１
句
（
無
料
）
。
昭
和
百
年
の
今
年
は
、「
昭
和
」
を
テ
ー
マ

　

に
し
た
俳
句
を
募
集
。
た
だ
し
、
新
作
未
発
表
作
品
に
限
る
。

　

（
題
詠
の
み
の
投
句
は
不
可
）

　
《
送
付
先
》
〒
１
０
１
―
０
０
２
１

　

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
６—

５—

４
偕
楽
ビ
ル

　

外
神
田　

7
階

　

一
般
社
団
法
人	

現
代
俳
句
協
会
全
国
大
会
係
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（
表
紙
の
写
真
／
東
北
大
学
片
平
キ
ャ
ン
パ
ス
）

　
　

満
開
の
桜
蜜
食
む
雀
か
な	

髙
橋　
　

薫

ｐ
ｈ
ｏ
ｔ
ｏ
俳
句

発	

行	

所	

宮
城
県
現
代
俳
句
協
会　

令
和
７
年
５
月
15
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	

〒
９
８
９
―
２
３
５
１　

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町
北
新
町
22
―
13

	

坂
下
遊
馬　

方

電
話　

０
９
０
―
２
９
８
２
―
７
２
３
０

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

m
iyagikengh@

gm
ail.com

◆
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
自
句
と
自
由
文
の
「
一
句
一
葉
」。
会
長
か
ら
の
提

案
で
「
可
笑
し
み
」
を
テ
ー
マ
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
ス
タ
ー
ト
と
な
り
、
序
文
と
し

て
会
長
に
も
筆
を
執
っ
て
い
た
だ
い
た
。
可
笑
し
み
の
起
こ
す
笑
い
の
効
果
は
大

き
く
、
深
刻
な
現
実
に
絶
妙
な
ず
ら
し
を
加
え
、
硬
直
し
て
動
け
な
く
な
っ
た
心

身
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
。
笑
い
も
ま
た
時
代
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。「
８
時
だ
ョ
！
全
員
集
合
」「
オ
レ
た
ち
ひ
ょ
う
き
ん
族
」
の
ア
ナ
ロ

グ
で
体
を
張
っ
た
笑
い
、「
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
ご
っ
つ
え
え
感
じ
」
の
ナ
ン
セ
ン
ス

な
笑
い
。
週
末
の
伝
説
的
な
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
の
お
笑
い
番
組
が
終
了
し
、
時

代
は
ど
こ
か
虚
無
的
な
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
っ
た
。
今
こ
れ
ら
の
番
組
を
見
て
も

か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
笑
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

◆
当
会
は
宮
城
県
外
の
方
も
ご
入
会
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
多
く
の

方
の
お
力
で
よ
り
一
層
充
実
し
た
会
と
す
る
た
め
、
ぜ
ひ
現
代
俳
句
協
会
及
び
当

会
入
会
の
お
声
が
け
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。	

	

　
　
（
小
田
島
渚
）

編
集
室
か
ら

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

小
田
島
渚
『
羽
化
の
街
』
（
現
代
俳
句
協
会
）

　

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
女
神
の
気
高
い
口
元
と
姫
林
檎
が
、
句
集
の
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
。

句
を
読
み
進
む
と
、
こ
の
女
神
は
狩
と
貞
潔
の
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
と
分
か
る
。

　
　

葡
萄
踏
み
月
面
濡
ら
す
ア
ル
テ
ミ
ス

　

葡
萄
踏
み
は
元
来
ワ
イ
ン
を
作
る
た
め
の
処
女
の
行
為
で
あ
っ
た
。
一
方
、
姫
林
檎
は

何
の
象
徴
な
の
だ
ろ
う
。
姫
林
檎
三
銃
士
は
、
姫
林
檎
ま
も
り
隊
と
い
う
こ
と
か
。

　
　

玉
手
箱
開
け
れ
ば
あ
の
日
の
姫
林
檎

　

今
も
大
切
な
姫
林
檎
。
例
え
割
れ
て
も
剥
か
れ
て
も
林
檎
は
林
檎
と
作
者
は
言
う
。
林

檎
へ
の
想
い
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
ア
リ
ス
を
誘
っ
た
兎
は
も
う
出
て
こ
な
い
。

　
　

花
冷
え
の
人
魚
に
は
無
き
足
の
爪

　

作
者
の
第
一
句
集
は
『
人
魚
姫
の
ト
ゥ
シ
ュ
ー
ズ
』
で
あ
っ
た
。
人
魚
姫
が
ト
ゥ
シ
ュ

ー
ズ
を
履
い
た
時
の
刺
の
よ
う
な
痛
み
は
、
も
う
癒
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

死
者
も
又
聴
衆
で
あ
り
花
の
雨

　
　
薔
薇
を
食
う
父
と
娘
と
黒
い
猫

　

誰
に
も
訪
れ
る
親
や
友
人
の
死
。
そ
こ
に
は
死
者
だ
け
が
聴
い
て
く
れ
る
誰
に
も
言
え

な
い
思
い
が
あ
る
。
作
者
は
自
己
の
奥
深
く
に
潜
む
イ
メ
ー
ジ
を
語
り
か
け
る
。

　
　

ム
カ
サ
リ
に
降
り
積
も
る
雪
消
え
ぬ
雪

　

ム
カ
サ
リ
は
未
婚
の
死
者
を
悼
み
奉
納
す
る
死
者
の
婚
礼
（
冥
婚
）
を
描
い
た
絵
馬
。

　
　

雪
は
今
生
ま
れ
た
ば
か
り
神
馬
立
つ

　
　

水
の
ソ
ナ
タ
私
の
耳
の
羽
化

　
　
パ
レ
ッ
ト
に
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
小
鳥
来
る

　
　

か
か
と
か
ら
冬
の
魚
の
影
に
入
る

　

そ
し
て
句
集
に
は
多
く
の
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
句
が
現
れ
る
。
音
楽
的
な
装
い
を

纏
う
句
も
多
い
。「
パ
レ
ッ
ト
に
小
鳥
」、「
魚
の
影
に
入
る
」
は
新
鮮
。

　
　

一
面
の
白
よ
り
白
鳥
生
ま
れ
け
り

　

句
集
は
全
体
に
詩
的
な
言
葉
に
溢
れ
、
添
え
ら
れ
た
大
沼
英
樹
氏
の
写
真
も
不
思
議
な

幻
想
に
誘
う
。
し
か
し
句
集
の
最
後
は
こ
の
「
け
り
」
の
句
で
結
ば
れ
る
。
あ
た
か
も
林

檎
探
し
の
後
の
、
女
神
の
新
し
い
決
意
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
。 大

槻　

泰
介

（
麦
）

水
月
り
の
『
姫
林
檎
三
銃
士
』
（
大
沼
英
樹
写
真
事
務
所
出
版
）

ア
ル
テ
ミ
ス
と
姫
林
檎


