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水原会長より朝日賞を受ける山本作氏

第

三 

回 

全

国 

俳

句 

大

会

応

募

句

五

千

協
会
主
催•

朝
日
新
聞
社
後
援
の
第
三
回
全 

国
俳
句
大
会
は
、
五
月
三
十一

日
午
後
〇
時
半 

か
ら
、
例
年
の
と
お
り
、
東
京
有
楽
町
の
朝
日 

新
聞
社
六
階
朝
日
講
堂
で
開
か
れ
た
。

定
刻
、
安
住
敦
氏
の
開
会
の
辞
で
始
ま
り
、
 

石
川
桂
郎
、
藤
田
湘
子
両
氏
の
司
会
で
会
が
進 

め
ら
れ
た
が
、
三
百
余
名
の
参
会
者
の
ぅ
ち
、
 

女
性
が
百
余
名
あ
り
、
第
三
回
を
迎
え
た
着
実 

な
歩
み
と
相
俟
つ
て
、
終
始
、
落
着
い
た
雰
囲 

気
で
あ
つ
た
。

〇
時
四
十
分
、
水
原
会
長
ょ
り
別
項
の
ょ
ぅ 

に
挨
拶
が
あ
つ
た
が
、
俳
壇
の
進
む
べ
き
道
、
 

協
会
の
任
務
な
ど
を
、
説
い
た
の
が
印
象
的
で 

あ
つ
た
。
つ
い
で
、
秋
元
事
業
部
長
が
、
今
回 

の
作
品
募
集
の
要
領
、
応
募
作
品
の
詮
衡
経 

過
、
受
賞
作
品
の
紹
介
を
行
つ
た
が(

別
項)

、
 

応
募
数
が
依
然
と
し
て
五
千
句
を
越
え
、
受
賞 

作
家
が
全
国
各
地
に
渉
つ
て
い
る
こ
と
は
、
本

大
会
が
遂
年
発
展
し
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。

呼
び
も
の
の
講
演
は
、
平
畑
静
塔
氏
が
「
東 

京
の
季
題
」
と
題
し
て
四
〇
分
、
小
憩
後
、山
本 

健
吉
氏
が
「
俳
句
雑
感
」
と
題
し
て
五
〇
分
間 

に
亘
っ
て
行
な
っ
た
。
講
演
要
旨
は
別
項
の
と 

お
り
で
あ
る
。
静
塔
氏
の
「
自
然
の
め
ぐ
み
の 

な
い
所
に
も
有
季
俳
句
は
生
れ
る
」
。
「
自
然
の 

恵
み
の
豊
か
な
所
で
は
、
却
っ
て
自
然
の
恵
み 

を
感
じ
る
こ
と
が
難
か
し
い
。
東
京
と
い
う
ジ 

ャ
ン
グ
ル
の
中
で
こ
そ
、
自
然
と
人
間
と
の
連 

関
を
感
じ
る
」
な
ど
の
発
言
が
、
聴
衆
の
耳
を 

打
っ
た
。
ま
た
、
健
吉
氏
の
「
自
然
と
直
接
ぶ 

つ
か
っ
て
句
を
詠
め
ば
、
歳
時
記
に
な
い
言
葉 

も
使
わ
れ
る
筈
だ
」
。
「
俳
人
は
自
然
認
識
に
秀 

い
で
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
で
は
歌 

人
の
ほ
う
が
広
い
見
識
を
持
つ
」
。
「
俳
人
が
創 

作
し
た
歳
時
記
が
欲
し
い
」
な
ど
の
言
葉
は
、
 

俳
人
の
努
力
を
要
請
し
た
有
益
な
発
言
で
あ
っ

ア
ィ
ス
で
、
受
賞
者
五
氏
を
囲
ん
で
、
選
者
、
 

大
会
役
員
が
夕
食
を
共
に
し
て
歓
談
し
て
受
賞 

者
を
祝
い
、
か
つ
激
励
し
た
。
席
上
、
今
回
の 

大
会
を
回
顧
し
て
、
こ
の
有
意
義
な
大
会
の
参 

加
者
を
増
す
た
め
の
方
策
と
し
て
、
大
会
直
前 

に
新
聞
社
の
社
告
を
出
し
て
も
ら
ぅ
こ
と
、
各 

結
社
誌
は
作
品
募
集
記
事
ば
か
り
で
な
く
大
会 

の
予
報
も
出
す
こ
と
、
第
五
日
曜
日
は
勤
め
人 

に
支
障
が
多
い
こ
と
な
ど
が
話
題
に
な
っ
た
。
 

(

以
上
庄
中
健
吉
記)

な
お
六
月
十j

日
の
朝
日
の
学
芸
欄
に
角
川 

源
義
氏
が
、
「
第
三
回
冷
国
俳
句
大
会
を
終
え 

て
」
と
題
し
て
、
応
募
数
の
増
加
と
受
賞
者
が 

全
部
地
方
俳
人
だ
っ
た
こ
と
が
、
伝
統
俳
句
の 

底
辺
の
広
が
り
を
痛
感
さ
せ
た
と
書
い
た
。

俳

人

協

会

々

報

年
469

月
7

8
〇.

N

た
。引

続
き
応
募
作
品
の
講
評
が
、
水
原
秋
桜
子 

山
口
青
邨
、
平
畑
静
塔
、
石
塚
友
二
、
角
川
源 

義
、
皆
吉
爽
難
、
大
野
林
火
、
中
村
草
田
男
の 

八
選
者(

発
言
順)

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
各 

講
師
の
お
の
お
の
五
分
ぐ
ら
い
の
特
選
句
に
つ 

い
て
の
短
評
で
あ
っ
た
が
、
要
点
を
握
ん
だ
見 

識
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
参
会
し
た 

選
者
の
ぅ
ち
、
福
田
蓼
汀
、
石
川
桂
郎
、
岸
風 

三
楼
、
香
西
照
雄
、秋
元
不
死
男
、安
住
敦
の
諸 

氏
の
講
評
は
、
時
間
の
都
合
で
省
略
さ
れ
た
。

講
評
終
了
後
、
賞
品
授
与
式
に
移
り
、
水
原 

会
長
か
ら
、
朝
日
新
聞
社
賞
が
和
歌
山
県
の
山 

本
衣
作
氏
へ
、
全
国
俳
句
大
会
賞
が
徳
島
県
の 

郡

唯

秋(

代
理)

、

宮
崎
県
の
橋
本
草
郎
、

神 

奈
川
県
の
金
子
理
舂(

代
理)

、
静
岡
県
の
山 

本
莎
草
の
四
氏
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
満
場
の
拍
手 

の
ぅ
ち
に
手
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
選
者
の
特
選 

三
句
に
対
す
る
各
選
者
揮
毫
の
短
冊
は
、
受
付 

で
受
賞
者
に
渡
さ
れ
た
。

か
く
て
、
大
会
の
行
事
は
盛
会
裡
に
終
り
、
 

午
後
四
時
、
福
田
蓼
汀
氏
の
閉
会
の
辞
を
以
っ 

て
会
を
閉
じ
た
。

な
お
、
引
続
き
五
時
か
ら
、
有
楽
町
の
富
士
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会

長

挨

拶
(

要
旨)

水

原

秋

桜

子

第
三
回
大
会
に
際
し
ま
し
て
、
講
演
者
の
紹 

介
を
兼
ね
て
、

一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
 

山
本
健
吉
氏
は
二
十
年
前
頃
は
、
俳
句
批
評
を 

し
て
お
ら
れ
、
今
は
文
学
の
評
論
家
と
し
て
、
 

た
い
へ
ん
活
躍
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
御
承
知 

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
山
本
氏
は
俳
句
の
こ 

と
は
い
つ
も
気
に
し
て
い
ま
し
て
、
「
芭
蕉
」 

と
い
う
本
を
ご
ら
ん
に
な
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が 

い
ろ
い
ろ
の
文
献
を
当
っ
た
上
で
、
そ
れ
ら
を 

頭
の
中
で
整
理
し
て
「
眼
光
紙
背
に
徹
す
」
と 

い
う
形
容
が
、
そ
の
ま
ま
当
る
ょ
う
な
批
評
を 

し
て
い
ま
す
。
実
に
、
頭
の
い
い
方
だ
と
思
い 

ま
す
。
平
畑
静
塔
氏
は
、
御
承
知
の
通
り
、
科 

学
畑
出
身
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
論
理
が
非
常
に 

た
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
俳
壇
人
は
論
理 

を
た
て
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
私
な
ど
は 

し
な
い
方
の
大
将
で
す
が
、
平
畑
氏
は
非
常
に 

論
理
が
た
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
や
は
り
頭 

脳
が
明
晰
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思 

い
ま
す
。

両
氏
の
話
を
聞
く
と
、
ど
う
い
う
役
に
立
つ 

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
の
俳
壇
で
一
番
の 

欠
点
は
、
意
味
の
分
ら
な
い
句
が
多
い
こ
と
で 

す
。
昔
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
、
ど
ん
な
に 

工
合
の
悪
い
俳
句
で
も
、
意
味
だ
け
は
す
ぐ
通 

り
ま
し
た
。
私
の
初
学
時
代
に
も
大
衆
の
俳
句 

に
は
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
っ
て
、
ま
ず
い
俳

句
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ど
ん
な
ま 

ず
い
俳
句
で
も
わ
け
が
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と 

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
頃
の
わ
け
の
分
ら 

な
い
俳
句
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
文
法
の
素
養 

が
な
い
た
め
分
ら
な
い
の
も
あ
り
、
或
は
西
洋 

の
新
し
い
も
の
に
か
ぶ
れ
て
、
何
を
言
っ
て
い 

る
の
か
分
ら
な
い
句
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う 

句
に
は
選
者
な
ど
も
、
非
常
に
苦
し
み
ま
す
。
 

そ
の
弊
害
を
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ 

も
我
々
の
俳
人
協
会
の
大
き
な
仕
事
の
一
つ
だ 

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
度
俳
人
協
会
会
員
の 

合
同
句
集
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
そ
う 

い
う
わ
け
の
分
ら
な
い
俳
句
か
ら
、
は
っ
き
り 

わ
か
る
俳
句
に
世
の
中
の
俳
句
を
変
え
て
ゆ
く 

た
め
に
一
つ
の
役
目
を
果
た
す
と
思
い
ま
す
。
 

あ
な
た
方
は
こ
の
大
会
に
出
席
し
、
ま
た
投
句 

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
わ
け
の
分
ら 

ぬ
俳
句
な
ど
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と 

思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
二
氏
の
講
演
を
開
か 

れ
る
と
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
て
、
あ
な
た
方
の 

周
囲
に
い
る
わ
け
の
分
ら
ぬ
俳
句
や
無
季
の
俳 

句
を
作
る
人
た
ち
と
、
議
論
し
、
考
え
の
違
い 

を
話
し
あ
う
時
の
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か 

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
最
後
ま
で
皆
さ
ん
が 

傾
聴
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

選
句
経
過
報
告(

要
旨)

秋

元

不

死

男

会
長
の
挨
拶
に
つ
づ
き
、
入
選
ま
で
の
経
過 

報
告
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

今
回
の
第
三
回
全
国
俳
句
大
会
に
寄
せ
ら
れ 

た
投
句
は' 

総
数
五
、
三
四
八
句
に
達
し
ま
し 

た
。
こ
れ
を
全
選
者(

二
十
二
名)

に
よ
り
第 

一
次
選
考
を
行
な
ぅ
こ
と
に
決
め
、
四
月
十
一 

日
か
ら
翌
十
二
日
に
か
け
て
、
東
京
青
山
のN
 

H
K

青
山
荘
に
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
内
、
都 

合
で
出
席
の
出
来
な
か
っ
た
選
者
が
あ
り
ま
し 

て
、
次
の
諸
氏
に
よ
り
第
一
次
選
考
を
行
な
っ 

た
の
で
あ
り
ま
す
。

中
村
草
田
男•

大
野
林
火.

皆
吉
爽
雨.

角 

川
源
義•

香
西
照
雄.

石
川
桂
郎•

石
塚
友 

二•

安
住
敦•

岸
風
三
楼•

福
田
蓼
汀.

秋 

元
不
死
男

以
上
十
一
選
者
が
、
全
投
句
に
目
を
と
お
し 

ー
ニ1

1

二 

句
が
予
選
を
通
過
。
こ
れ
を
改
め
て 

全
選
者
に
廻
附
。
入
選
二
十
句
。
特
選
三
句
を 

標
準
に
し
て
本
選
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
が
本
日
お
手
元
に
差
し
あ
げ
ま
し 

た
入
選
作
品
集
の
印
刷
物
で
あ
り
ま
す
。
の
ち 

ほ
ど
、
こ
れ
ら
入
選.

特
選
句
に
対
す
る
講
評 

が
あ
り
ま
す
の
で
、
清
聴
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
こ
で
一
言
、
申
し
添
え
ま
す
が
、
今
回
の 

応
募
は
前
回
の
舂
季
雑
詠
の
規
定
を
踏
ま
ず 

「
当
季
雑
詠
」
と
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
前 

回
で
は
「
春
季
雑
詠
」
の
中
に
冬
季
の
「
雪
」 

の
句
が
相
当
あ
り
、
中
に
は
立
派
な
作
品
も
あ 

っ
た
の
で
す
が
、
規
定
外
だ
っ
た
の
で
こ
れ
を 

除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
も
あ
り
ま
し 

た
。
何
人
か
、
全
国
か
ら
の
投
句
で
す
の
で
、
 

季
節
の
移
り
か
わ
り
が
微
妙
な
時
季
で
す
と
、
 

北
と
南
で
は
季
節
の
ず
れ
が
あ
り
、
暦
の
上
で 

は
春
な
の
に
、
ま
だ
季
感
は
冬
型
——

と
い
ぅ

地
方
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考 

慮
い
た
し
ま
し
て
、
今
回
は
「
当
季
雑
詠
」
の 

規
定
を
設
け
ま
し
た
。
即
ち
初
め
朝
日
新
聞
に 

募
集
広
告
が
載
っ
た
一
月
十
五
日
か
ら
、/

切 

の
三
月
末
日
ま
で
、
こ
の
期
間
を
当
季
と
す
る 

考
え
に
拠
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て 

入
選
作
品
集
に
は
冬
季•

春
季
の
作
が
発
表
さ 

れ
て
お
り
ま
す
。

尚
、
選
句
の
内
、
高
浜
年
尾
氏
の
選
句
に
は 

特
選
句
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ご
本
人
の
希 

望
で
そ
う
い
た
し
ま
し
た
。

最
後
に
受®

の
標
準
は
最
高
点
を
得
た
作
に 

朝
日
新
聞
社
赏
を
、
入
選
特
選
を
勘
考
し
て
高 

点
順
に
四
位
ま
で
の
作
に
全
国
俳
句
大
会
賞
を 

贈
る
こ
と
に
決
定
、
そ
の
成
績
は
お
手
元
の
作 

品
集
に
発
表
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
 

の
ち
ほ
ど
、
こ
れ
ら
諸
氏
に
賞
品
が
贈
ら
れ
る 

こ
と
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。来
年
も
、
や
は
り 

今
回
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
第
四
回
全
国
俳
句
大 

会
を
当
地
で
開
催
す
る
予
定
に
し
て
お
り
ま
す 

こ
と
を
つ
け
加
え
、
入
選
ま
で
の
経
過
報
告
を 

申
し
あ
げ
ま
し
た
。(

以
下
五
頁
よ
り
つ
づ
く) 

〇
仁
村
美
津
夫
氏
著
「
お
ど
り
百
景
」(

東
京 

書
房
、
千
三
百
円)

を
五
月
に
刊
行
。
 

〇
小
山
白
権
氏
の
句
碑
が
徳
島
市
の
眉
山
山
頂 

に

「
祖
谷
」
の
誌
友
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
 

句

は

「
畦
を
ゆ
く
親
子
遍
路
に
阿
波
ひ
ろ
し
」 

〇
東
佐
那
絵
氏
は
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
と
し 

て
オ
ス
ロ
で
開
催
さ
れ
る
国
際
ペ
ン
大
会(

六 

月
二
十
一
日
—

二
十
七
日)

に
出
席
、
八
月
帰 

国
の
予
定
。

〇
三
十
九
年
度
万
綠
全
国
大
会
は
八
月
一
日
— 

三
日
、
長
野
県
湯
田
中
温
泉
で
、
鍛
錬
句
会
を 

兼
ね
て
開
催
予
定
。

〇
故
竹
下
し
づ
の
女
句
文
集
を
渋
谷
区
宮
下
町 

三
七
の
星
書
房(

振
替
東
京
五
二
七
七
三)

よ 

り
既
刊
。
定
価
五
〇
〇
円
。
 

〇
香
西
照
雄
氏
句
集
「
対
話
」
を
近
刊
予
定
。
 

〇
富
安
風
生
氏
勲
二
等
瑞
宝
章
を
贈
ら
れ
る
。
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講

演

要

旨

東

京

の

季 

題

平 

畑 

静 

塔

私
の
考
え
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
東
京 

の
春
夏
秋
冬
新
年
の
五
つ
の
シ
ー
ズ
ン
か
ら

I  

句.
■〇■

つ
例
句
を
挙
げ
て
話
を
進
め
て
い
く
。

一  

樹
な
き
小
学
校
へ
吾
子
を
入
れ
ぬ

石

田

波

郷

こ
れ
は
東
京
の
季
題
の
テ
ー
マ
に
示
唆
を
与 

え
る
作
品
。
庭
に
一
木
一
草
も
な
い
居
住
者
が 

い
と
し
子
の
入
学
式
に
列
席
す
る
と
、
そ
の
学 

校
に
は
一
樹
も
な
く
鉄
と
石
で
で
き
た
無
味
乾 

燥
の
校
舎
—
こ
こ
が
六
年
間
わ
が
子
が
教
育
さ 

れ
る
場
所
か
と
思
え
ば
、
わ
が
子
の
い
と
し
さ 

わ
が
子
の
不
幸
不
運
を
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な 

い
。
日
本
の
大
都
会
の
一
樹
も
な
い
下
町
の
乏 

し
い
生
活
の
中
か
ら
も
こ
う
い
う
俳
句
が
生
れ 

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
句
だ
。
自
然
の
恵
み 

の
欠
如
を
逆
手
に
取
れ
ば
有
季
俳
句
が
生
れ
る 

例
と
し
て
、
私
は
こ
の
句
に
快
心
の
喜
び
を
お 

ぼ
え
る
。

渇
水
期
卵
色
な
る
電
気
点
く
石
塚
友
二 

こ
の
渇
水
期
は
真
夏
と
考
え
る
。
卵
色
の
電 

気
は
恐
ら
く
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
電
気
で
あ
ろ 

う
。
渇
水
期
の
暑
さ
で
喘
ぎ
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て 

い
る
と
こ
ろ
へ
救
い
の
色
の
ク
リ
ー
ム
イ
ヱ
ロ 

丨
の
卵
形
の
電
燈
が
ボ
ー
ッ
と
つ
い
た
と
い
う 

句
で
ヤ
レ
、
ヤ
レ
と
い
う
安
堵
の
気
持
が
あ
る
。
 

水
の
欠
乏-
-

東
京
と
い
う
空
気
に
次
ぐ
天
の

恵
み
の
乏
し
い
場
所
に
住
む
や
や
う
ら
ぶ
れ
た 

人
間
の
有
季
俳
句
。

真
横
へ
と
走
せ
し
流
星
地
に
疎
し

中
村
草
田
男

こ
の
句
は
、
東
京
と
い
う
土
地
に
も
っ
と
も 

ふ
さ
わ
し
い
。
流
星
が
突
如
異
変
の
よ
う
に
人 

間
の
視
界
に
映
る
。
そ
れ
が
流
れ
る
と
か
落
ち 

る
と
か
い
う
歳
時
記
的
な
形
で
な
く
、
真
一
文 

字
に
横
に
疾
走
し
た
一
瞬
の
い
さ
ぎ
よ
さ
——
 

大
き
く
言
え
ば
宇
宙
間
の
大
き
な
運
行
の
現
象 

——

地
上
に
は
疎
遠
な
然
し
い
さ
ぎ
よ
い
神
秘 

的
な
造
化
の
現
象
こ
れ
を
仰
ぐ
の
は
東
京
な
れ 

ば
こ
そ
で
あ
る
。
ネ
オ
ン
輝
き
、
善
悪
二
つ
が 

こ
ん
が
ら
か
っ
て
進
行
し
て
い
る
大
都
会
の
秋 

の
夜
に
立
っ
て
こ
そ
、
目
に
映
る
流
星
の
勇
敢 

な
清
潔
な
動
き
が
「
地
に
疎
し
」
と
い
う
感
覚 

で
感
ぜ
ら
れ
る
。
同
じ
作
者
の
「
寒
星
や
神
の 

算
盤
た
だ
ひ
そ
か
」
同
様
こ
の
作
者
独
特
の
宇 

宙
観
が
読
み
と
ら
れ
る
。

し
ぐ
る
る
や
駅
に
西
口
東
口 

安

住

敦
 

昔
の
東
京
駅
の
赤
煉
瓦
の
感
触
が
こ
の
句
を 

支
え
て
い
る
。
駅
に
西
口
あ
り
東
口
あ
り
と
い 

う
即
興
的
な
回
顧
的
な
し
み
じ
み
と
し
た
発
見 

——

そ
し
て
ほ
ろ
酔
い
の
気
持
が
こ
の
句
の
基 

調
で
あ
る
。

一
つ
の
東
京
季
題
。

元
日
を
白
く
寒
し
と
昼
寝
た
り
西
東
三
鬼

神
戸
の
山
の
手
で
生
れ
た
戦
後
の
正
月
詠
だ 

が
、
元
日
の
白
々
と
し
た
明
る
い
昼
、
そ
こ
に 

う
た
た
寝
の
枕
を
並
べ
た
市
民
生
活
現
在
の
東 

京
生
活
を
浮
彫
り
し
た
よ
う
な
句
だ
。
「
白
く 

寒
し
」
は
戦
後
の
荒
寥
と
し
た
気
持
だ
が
、
こ 

れ
を
東
京
の
元
日
に
も
っ
て
来
る
と
、
も
っ
と 

普
遍
化
し
た
市
民
感
情
、
も
っ
と
現
実
そ
の
ま 

ま
の
切
な
い
感
懐
と
し
て
生
き
か
え
っ
て
る
。

東
京
の
自
然
は
年
々
圧
迫
さ
れ
逼
塞
さ
れ
て 

い
る
現
状
で
、
将
来
ま
す
ま
す
こ
の
傾
向
が
強 

ま
っ
て
、
有
季
俳
句
が
登
場
す
る
価
値
が
あ
る 

と
言
わ
れ
る
。
然
し
こ
れ
は
現
象
面
に
の
み
引 

き
ず
ら
れ
た
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
議
論
で
、
俳 

句
の
近
代
化
を
生
む
本
当
の
詩
論
で
な
い
。
こ 

れ
で
は
無
季
俳
句
は
真
の
実
り
を
得
な
い
と
断 

言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
私
は
無
季
俳
句
の
場 

は
む
し
ろ
都
会
を
離
れ
て
、
季
節
の
区
切
り
が 

ハ
ッ
キ
リ
と
原
始
的
に
ま
で
リ
ズ
ム
正
し
く
展 

開
し
て
い
る
未
開
の
田
園
ま
た
は
山
奧
に
お
い 

て
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
問
題
は
今
こ
こ
で 

は
省
略
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
京
の
季
題
は
人
工
文 

化
の
進
出
と
、
自
然
の
追
放
の
た
め
、
質
量
と 

も
に
マ
ィ
ナ
ス
の
方
面
に
進
み
、
東
京
の
有
季 

俳
句
作
家
は
東
京
を
離
れ
な
け
れ
ば
俳
句
は
作 

れ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
。
然 

ら
ば
、
東
京
の
有
季
俳
句
作
家
は
、
東
京
と
い 

う
大
都
会
を
無
季
俳
句
の
俳
人
に
明
け
渡
し
て 

自
分
達
は
郊
外
へ
行
っ
て
よ
い
の
か
。
私
は
そ 

う
は
思
わ
な
い
。
私
は
東
京
の
季
題
に
つ
い
て 

次
の
よ
う
に
考
え
る
。

問
題
を
季
題
に
限
っ
て
い
う
と
、
有
季
俳
句

作
家
は
季
題
即
ち
自
然
、
自
然
即
ち
季
題
と
考 

え
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
自 

然
現
象
は
季
題
、
季
語
の
宿
る
最
大
の
場
所
で 

あ
る
。
然
し
季
題
そ
の
も
の
は
、
自
然
そ
の
も 

の
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
な
く
、
自
然
が
消
滅 

し
た
ら
季
題
が
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で 

な 

い
。•

私
は
季
題
季
語
は
自
然
以
前
の
存
在
か
ら 

発
生
し
て
い
る
と
思
う
。
極
端
に
言
う
と
、
地 

球
が
自
転
、
公
転
し
て
い
る
と
い
う
炳
た
る
事 

実
——

そ
れ
が
季
題
の
発
祥
な
の
だ
。
人
間
が 

地
球
上
に
発
生
し
て
、
色
々
の
生
活
を
営
む
よ 

う
に
な
っ
て
人
間
の
知
恵
が
出
来
た
。
そ
の
知 

恵
か
ら
、
季
節
と
い
う
一
種
の
時
間
の
流
れ
を 

意
識
し
、
言
葉
を
作
っ
て
人
間
同
志
の
意
志
を 

伝
達
す
る
よ
う
に
な
り
文
学
の
発
達
に
よ
っ
て 

季
語
と
い
う
も
の
が
で
き
た
。
そ
れ
が
俳
句
の 

世
界
で
は
季
題
、
季
語
と
し
て
登
録
さ
れ
て
、
 

公
的
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ 

の
公
的
性
格
の
た
め
季
語
は
敷
衍
さ
れ
た
が
、
 

そ
の
た
め
逆
に
、
個
人
に
対
す
る
浸
透
力
は
弱 

ま
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
人
間
の
心
理
上
し
か
た 

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
人
間
が
い
か
に
そ 

の
公
的
性
格
を
軽
ん
じ
無
視
し
よ
う
と
も
、
そ 

の
根
本
に
あ
る
シ
ー
ズ
ン
と
い
う
も
の
、
季
題 

と
い
う
も
の
、
人
間
の
よ
っ
て
立
っ
て
い
る
地 

球
の
生
命
の
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
を
、
無
視
す 

る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
季 

語
以
前
の
世
界
—
季
語
と
し
て
登
録
し
な
い
以 

前
の
世
界
—
宇
宙
の
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い 

て
は
、
東
京
と
い
え
ど
も
、
或
い
は
東
北
の
山 

奧
と
い
え
ど
も
変
り
は
な
い
。
む
し
ろ
東
京
と 

い
う
マ
ン
モ
ス
大
都
会
、
人
口
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
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中
に
あ
っ
て
こ
そ
、
俳
人
は
そ
れ
だ
け
自
分
の 

生
活
の
リ
ズ
ム
の
意
識
、
そ
れ
を
包
ん
で
い
る 

公
的
な
宇
宙
の
リ
ズ
ム
と
の
か
か
わ
り
合
い
を 

、
ょ
り
強
く
感
受
し
得
べ
き
場
所
だ
と
私
は
思 

う
。
そ
う
考
え
る
と
現
象
と
し
て
の
季
語
の
世 

界
の
変
化
—
現
象
と
し
て
の
季
語
の
自
然
の
世 

界
の
変
化1

つ
ま
り
自
然
の
黄
昏
は
そ
れ
ほ
ど 

苦
に
な
ら
な
い
。
ド
ィ
ッ
の
飛
行
船
ッ
ェ
ッ
ペ 

リ
ン
号
が
昔
日
本
に
来
た
時
、
高
浜
虚
子
先
生 

は
丸
ビ
ル
の
窓
か
ら
「
ッ
エ
号
の
飛
び
来
し
国 

の
盆
の
月
」
と
悠
々
う
そ
ぶ
き
、
東
京
の
六
百 

万
の
人
間
の
中
で
、
盆
と
い
う
シ
ー
ズ
ン
に
対 

す
る
人
間
の
不
屈
の
意
志
を
示
さ
れ
た
。
東
京

ジ
ャ
ン
グ
ル
は
、
有
季
俳
句
に
と
っ
て
決
し
て 

悲
観
す
べ
き
不
毛
の
地
で
な
い
と
私
は
愛
す
る 

東
京
の
有
季
俳
人
各
位
に
向
っ
て
言
い
た
い
。

講

演

要

旨

俳 

句 

雑 

感

,

山 

本 

健 

吉

近
頃
三
好
達
治
氏
と
か
、
佐
藤
春
夫
氏
と
い 

つ
た
、
す
ぐ
れ
た
詩
人
が
次
々
に
亡
く
な
ら
れ 

た
こ
と
は
、
日
本
の
文
学
全
体
は
も
と
よ
り
、
 

俳
句
界
に
と
つ
て
も
非
常
に
悲
し
い
こ
と
で
、
 

哀
惜
の
念
に
堪
え
な
い
。
佐
藤
氏
の
短
歌
は 

「
戸
に
よ
り
て
築
紫
女
の
言
ひ
け
る
は
東
男
の 

う
す
な
さ
け
か
な
」
「
見
か
へ
り
て
東
男
の
言 

ひ
け
る
は
築
紫
女
の
う
す
な
さ
け
か
な
」
と
い 

う
よ
う
に
、
素
人
じ
み
た
し
か
も
才
気
喚
発
、
 

非
常
に
ゥ
ィ
ッ
ト
の
き
い
た
軽
い
戯
れ
の
も
の 

だ
が
、
死
の
直
前
に
作
ら
れ
た
ビ
ー
ナ
ス
の
俳 

句

も

「
翳
深
く
す
み
れ
色
な
る
お
へ
そ
か
な
」 

「
宝
石
の
ご
と
き
お
へ
そ
や
春
闌
け
ぬ
」
な
か

ど
い
に
も
佐
藤
氏
ら
し
い
軽
い
味
を
も
っ
た
も 

の
で
こ
う
い
う
天
真
爛
漫
の
俳
句
は
な
か
な
か 

で
き
な
い
。
専
門
的
な
見
地
か
ら
は
い
ろ
い
ろ 

文
句
は
あ
る
と
思
う
が
、
私
は
こ
う
い
う
俳
句 

が
も
っ
と
あ
っ
て
い
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
 

今
日
の
俳
句
人
口
は
百
万
人
と
い
わ
れ
る
が
、
 

結
社
に
層
す
る一

部
の
人
達
を
除
く
大
衆
は
、
 

門
外
漢
、
初
心
者
或
い
は
俳
句
を
折
り
折
り
に 

生
活
の
楽
し
み
の
な
か
へ
織
り
こ
む
と
い
う
よ 

う
な
読
者
で
、
私
は
そ
う
い
う
人
達
の
心
を
強 

く
ゆ
さ
ぶ
る
の
が
俳
句
だ
と
思
う
。
そ
れ
だ
け 

俳
句
は
日
本
人
の
胸
に
深
く
浸
み
通
っ
て
い
る 

と
邑
う
。

神
田
秀
夫
氏
が
「
俳
句
」
に
書
い
て
い
る 

「
自
然
観
の
麻
痺
」
と
い
う
文
章
は
、
核
心
を 

つ
い
て
い
て
面
白
い
と
思
っ
た
。
俳
句
は
昔
か 

ら

「
花
鳥
諷
詠
」
で
、
季
題
季
語
を
詠
み
こ
む 

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
荻
原 

井
泉
水
一
派
が
昔
無
季
俳
句
を
称
え
、
最
近
で 

も
有
季
、
無
季
の
論
争
が
起
っ
て
い
る
が
、
排 

気
ガ
ス
の
た
め
私
達
の
身
体
は
毎
日
損
傷
さ
れ 

河
水
の
汚
染
の
た
め
生
命
は
む
し
ば
ま
れ
、

ス 

モ
ッ
グ
の
た
め
俳
句
の
存
立
条
件
が
都
会
に
あ 

っ
て
冒
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
社
会
は
あ
ら
ゆ 

る
面
で
進
歩
し
た
け
れ
ど
も
、
自
然
観
は
麻
痺 

し
て
し
ま
っ
た
。
俳
人
達
が
い
か
に
論
争
し
主 

張
し
て
も
、
こ
れ
で
は
俳
句
が
根
本
か
ら
脅
か 

さ
れ
、
俳
人
達
の
背
後
に
あ
る
自
然
観
が
危
機 

に
瀕
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
俳
人
側
は
な 

ぜ
抗
弁
し
な
い
の
か
、
と
神
田
さ
ん
は
い
ろ
い 

ろ
列
挙
し
て
、
俳
人
を
大
声
叱
咜
し
て
い
る
。
 

私
達
が
自
分
か
ら
進
ん
で
獲
得
し
な
い
か
ぎ
り 

自
分
達
の
周
囲
に
は
自
然
と
い
う
も
の
が
な
く 

な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
で
な
ほ
か
つ
十
七
字
が 

存
立
す
る
か
。
「
ス
モ
ッ
グ
で
一
句
や
り
ま
し 

う
」
な
ん
て
の
ん
び
り
し
て
い
ら
れ
る
か
。
未 

来
の
こ
と
を
卜
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私 

は
日
本
人
が
こ
れ
ま
で
俳
句
に
感
じ
て
い
た
魅 

力
が
、
か
な
り
損
わ
れ
て
く
る
と
思
う
。

日
本
人
の
自
然
観
は
明
治
以
後
ぐ
ん
ぐ
ん
変 

っ
て
い
る
。
今
の
歳
時
記
に
は
雪
渓
、
雲
海
、
 

高
山
植
物
等
高
山
に
関
す
る
季
題
を
い
ろ
い
ろ 

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
昔
の
俳
句
は
一
種 

の
室
内
芸
術
で
、
宗
教
的
な
登
山
は
あ
っ
た
け 

れ
ど
も
、
今
の
よ
う
に
レ
ク
リ
ヱ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
登
山
は
な
く
、
俳
人
等
も
今
の
よ
う
に 

旅
行
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は 

余
り
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
俳
人
の
目
に 

つ
き
出
し
、
俳
句
の
対
象
に
な
り
出
し
た
の
は 

大
正
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
で
あ
る
。

文
学
の
方
で
は
国
木
田
独
歩
が
二
葉
亭
四
迷 

訳

の

「
獵
人
日
記
」
や

「
あ
ひ
び
き
」
に
感
動 

し
て
、
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
流
の
風
景
描
写
を
学
び
、
 

新
ら
し
い
感
覚
で
、
武
蔵
野
の
美
し
さ
を
描
い 

た
。
こ
れ
は
日
本
人
の
自
然
観
のI

大
進
歩
で 

あ
り
拡
充
で
あ
る
。
そ
の
線
に
浴
っ
て
明
治
以 

後
の
日
本
の
自
然
観
は
拡
充
さ
れ
、
避
暑
地
と 

し
て
の
軽
井
沢
の
美
し
さ
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の 

高
山
の
雄
大
美
、
渓
谷
の
美
観
等
、
こ
れ
ま
で 

の
箱
庭
式
の
と
全
く
変
っ
た
風
景
が
現
わ
れ
て 

来
た
。
絵
画
の
世
界
で
は
印
象
派
の
影
響
を
受 

け
て
、
外
光
の
下
に
風
景
の
印
象
を
描
き
出
す 

I  

画
風
が
ず
っ
と
以
前
に
移
入
さ
れ
て
い
た
が
、
 

そ
う
い
う
風
潮
の
中
に
「
白
樺
」
が
発
刊
さ
れ 

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
紀
行
文
や
小
説
、
詩
、
短 

歌
に
も
新
し
い
自
然
が
詠
ま
れ
出
し
た
。
然
る 

に
自
然
認
識
の
芸
術
で
あ
る
俳
句
で
、
新
し
い 

自
然
の
発
見
が
一
番
遅
れ
て
い
た
。
そ
こ
へ
現 

わ
れ
た
の
が
大
正
末
期
の
水
原
秋
桜
子
氏
の 

「
葛
飾
」
で
、
こ
れ
は
非
常
に
く
す
ん
だ
こ
れ 

ま
で
の
箱
庭
的
自
然
観
に
対
す
る
一
大
革
命
で 

あ
る
。
水
原
氏
は
日
本
人
の
風
景
観
を
明
る
い 

外
光
の
も
と
に
引
き
ず
り
出
し
た
。
わ
び
と
か 

さ
び
と
か
フ
ィ
ル
タ
—
が
け
の
日
本
人
の
自
然 

観
を
、
大
胆
に
外
光
に
照
ら
し
て
、
自
然
そ
の 

も
の
と
対
決
し
よ
う
と
し
た
点
が
、
水
原
氏
の 

俳
句
史
に
お
け
る
功
績
で
あ
る
。
つ
ま
り
遅
れ
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を
取
り
戻
し
た
の
が
水
原
氏
以
後.
の
俳
句
だ
が 

水
原
氏
も
山
口
誓
子
氏
の
俳
句
も
、
初
期
に
お 

い
て
は
新
興
俳
句
と
言
わ
れ
、
そ
の
影
響
は
若 

い
作
家
に
も
及
ん
だ
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
自 

然
の
発
見
を
し
た
葛
飾
以
後
の
俳
句
運
動
を
継 

い
で
、
今
後
そ
の
発
見
を
更
に
修
正
し
、
拡
充 

し
て
よ
り
高
度
な
も
の
に
消
化
し
て
行
か
な
く 

て
は
い
け
な
い
。

私
は
俳
句
は
挨
拶
で
あ
り
滑
稽
で
あ
る
と
言 

っ
て
い
る
が
、
俳
句
を
方
法
論
的
に
考
え
る
と 

そ
こ
へ
行
く
と
思
う
。
俳
句
を
存
立
さ
せ
る
た 

め
に
は
自
然
現
象
季
節
現
象
に
支
配
さ
れ
、
そ 

の
中
で
自
分
の
生
活
を
、
そ
れ
に
マ
ッ
チ
し
た 

生
活
を
営
ん
で
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日 

本
人
の
生
活
の
長
い
伝
統
の
知
慧
が
自
然
観
と 

し
て
現
わ
れ
る
だ
ら
う
と
思
う
。
今
日
の
わ
れ 

わ
れ
の
生
活
で
は
季
節
感
覚
が
動
揺
し
、
人
類 

全
体
が
自
然
を
征
服
し
て
来
て
い
る
。
征
服
と 

い
う
よ
り
も
、
自
然
を
な
だ
め
す
か
し
な
が
ら 

自
分
達
の
欲
す
る
こ
と
を
承
認
さ
せ
る
方
向
に 

向
い
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
か
ら
そ
う
な
の 

で
、
昔
の
人
は
山
と
か
川
と
か
森
と
か
に
、
精 

霊
と
か
神
様
の
よ
う
な
も
の
が
い
て
、
人
間
は 

自
分
達
の
幸
福
の
た
め
に
神
々
の
気
持
を
な
だ 

め
す
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
が 

あ
っ
た
。
万
葉
集
末
期
の
も
の
は
別
と
し
て
、
 

大
方
の
歌
は
自
然
に
対
す
る
畏
敬
が
根
本
に
あ 

る
。
日
本
人
の
自
然
観
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ 

か
ら
発
達
し
て
、
柿
本
人
磨
、
大
伴
家
持
等
が 

諸
国
旅
行
に
よ
っ
て
、
未
知
のg

然
に
対
す
る 

叙
景
歌
を
発
展
さ
せ
た
。
明
治
以
後
に
は
こ
れ 

ま
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
自
然
の
美
し
さ
や
自

然
の
尊
巖
さ
が
発
見
さ
れ
る
の
に
至
り
、
日
本 

人
の
自
然
に
対
す
る
感
覚
が
磨
か
れ
て
来
た
わ 

け
で
あ
る
。
十
七
音
は
小
詩
型
だ
か
ら
瑣
末
主 

義
に
流
れ
や
す
い
が
、I

つ
一
つ
の
草
の
芽
や 

昆
虫
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
観
点
か
ら 

日
本
人
の
自
然
観
を
一
歩
一
歩
前
進
拡
充
さ
せ 

る
使
命
が
俳
人
達
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

今
度
角
川
書
店
か
ら
出
た
歳
時
記
は
、
写
真 

も
あ
り
、
季
題
の
網
羅
数
も
空
前
絶
後
だ
ら
う 

し
、
解
説
も
各
方
面
の
学
者
を
動
員
し
て
い
て 

良
書
だ
と
思
う
。
し
か
し
歳
時
記
は
自
然
現
象 

を
分
類
分
析
し
た
単
な
る
自
然
の
研
究
書
で
な 

く
、
俳
人
達
を
中
心
に
し
た
日
本
の
自
然
の
創 

造
図
で
あ
る
。
千
年
以
上
の
間
に
積
み
あ
げ
て 

来
た
日
本
人
の
美
意
識
、
或
い
は
日
常
の
知
慧 

の
集
大
成
—
そ
れ
が
歳
時
記
で
、
春
な
ら
花
、
 

秋
な
ら
月
、
冬
な
ら
雪
と
い
う
よ
う
に
歳
時
記 

の
中
心
に
な
る
季
題
が
あ
る
。
そ
う
し
た
季
題 

に
つ
い
て
、
日
本
人
が
短
歌
、
連
歌
、
俳
句
の 

上
で
長
い
伝
統
の
間
に
蓄
積
し
た
認
識
が
あ 

る
。
歳
時
記
を
作
る
た
め
に
自
然
科
学
者
の
意 

見
は
大
い
に
聞
く
べ
き
だ
が
、
こ
う
し
た
中
心 

季
題
の
解
説
は
科
学
者
に
ま
か
し
て
お
く
わ
け 

に
ゆ
か
な
い
。
飽
く
ま
で
俳
人
が
や
る
べ
き 

だ
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
や
ら
な
か
っ
た
の
か
。
 

歳
時
記
の
内
容
が
複
雑
に
な
っ
て
来
た
の
な
ら 

ば
、
学
者
を
參
考
に
し
な
が
ら
俳
人
が
自
信
を 

も
っ
て
そ
れ
を
整
理
す
る
べ
き
だ
。
そ
れ
を
や 

っ
て
こ
そ
、
初
め
て
俳
人
が
自
分
の
自
然
観
を 

俳
人
以
外
の
自
然
愛
好
者
に
問
う
こ
と
が
で
き 

俳
人
の
自
然
観
が
更
に
進
展
の
度
を
深
め
る
と 

艮
う
。

▽

消 

息
△

〇
五
月
、
原
石®

氏
の
墓
碑
が
建
立
さ
れ
た
。
 

〇
三
月
、
京
極
杜
藻
氏(

鹿
火
屋)

が
ハ
ワ
ィ 

•

ジ
ャ
ワ.

香
港
を
巡
遊
さ
れ
た
。

〇
六
月
十
四•

五
日
に
玉
藻
四
百
号
記
念
大
会 

の
行
事
と
し
て
、
た
ま
も
丸
で
の
東
京
湾
内
周 

遊
と
、
鎌
倉
寿
福
寺
で
の
記
念
俳
句
大
会
が
あ 

つ
た
。

〇
七
月
十
八
日
—

二
十
日
、
玉
藻
社
で
は
千
葉 

県
鹿
野
寺
で
歯
塚
供
養
並
び
に
夏
稽
古
会
を
開 

催
の
予
定
。

〇
六
月
十
三
四
日
、
第
四
十
五
回
雪
解
研
修
会 

が
奈
良
で
行
な
わ
れ
た
。

〇
五
月
二
十
四
日
、
市
川
市
手
古
奈
境
内
で
来 

賓
岸
風
三
楼•

阿
部
筲
人.

河
野
南
畦
の
諸
氏 

を
始
め
八
十
名
の
参
列
の
も
と
に
、
吉
田
冬
葉 

句
碑
除
幕
式
が
行
な
わ
れ
た
。
な
お
獺
祭
六
月 

号

は

「
冬
葉
句
碑
建
立
記
念
特
集
」
の
予
定
。
 

〇
第
七
回
雲
母
赏(

一
月
号
発
表)

が
山
中
月
鈴 

子
氏
に
第
三
三
回
雲
母
寒
夜
句
三
昧
賞(

五
月 

号
発
表)

が
雲
母
佐
世
保
支
社
に
授
赏
さ
れ 

た
。
な
お
雲
母
で
は
年
間
最
優
秀
賞
作
家(

一
 

名)

に
授
与
す
る
山
廬
赏
を
新
し
く
設
定
。
 

〇
五
月
十
七
日
、
渋
柿
で
は
野
村
喜
舟
氏
の
喜 

寿
祝
賀
松
山
大
会
を
開
催
し
た
。

〇
六
月
二
十
七.

八
日 

渋
柿
六
百
号
を
記
念 

両
毛
大
会
を
栃
木
県
大
平
山
麓
大
中
寺
で
開
催 

予
定

〇
徳
永
夏
川
女
追
悼
号(

渋
柿
六
〇
二
号)

刊

行
。

〇
休
刊
中
の
「
風
土
」
は
七
月
ょ
り
石
川
桂
郎 

氏
主
宰
で
再
発
行
の
予
定
。

〇
七
月
十
八•

九

日

「
天
狼
」
夏
の
キ
ャ
ン
プ 

を
信
貴
山
寺
宿
坊
福
院
で
開
く
予
定
。

〇
山
口
誓
子
氏
句
文
集
「
湯
の
山
と
そ
の
周 

辺
」
刊
。(

発
行
所
、

三
重
県
舐
野
町
観
光
課) 

〇
第
四
回
ス
バ 

ル
賞
を
右
城
暮
石
氏
が
第
十
五 

回
天
狼
賞
を
藤
本
節
子
氏
が
受
賞
し
た
。
 

〇
春
燈
主
催
の
久
保
田
万
太
郎
一
周
忌
追
善
句 

会
が
五
月
三
十
日
、
故
人
に
ゆ
か
り
の
あ
る
浅 

草
伝
法
院
で
開
か
れ
た
。
関
西
方
面
か
ら
の
参 

加
も
あ
っ
て
盛
会
。

到

着

順

〇
五
月
二
十
四
日
、
久
保
田
万
太
郎
一
周
忌
句 

 

会
(

三
滝
多
宝
塔
奉
讃
会
主
催)

が
故
人
の
句 

碑
の
あ
る
広
島
三
滝
観
音
境
内
で
行
な
わ
れ
、
 

東
京
か
ら
中
村
汀
女
氏
、
安
住
敦
氏
地
元
か
ら 

_

夕
爾
氏
が
出
席
、
他
に
い
と
ぅ
句
会
か
ら 

宮
田
重
雄
氏
が
出
席
し
、
盛
会
だ
っ
た
。
 

〇
七
月
四
五
日
、
水
郷
潮
白
帆
荘
で
か
び
れ
夏 

季
錬
成
俳
句
大
会
を
開
催
予
定
。
 

〇
藤
本
寿
秋
氏
入
院
左
肺
切
除
後
経
過
良
好 

〇
佐
藤
尋
雪
氏
句
集
「
岩
鋅
」
か
び
れ
叢
書
第 

七
輯
と
し
て
刊
行
。

〇
七
月
二
十
五
日
、.
河
全
国
大
会
を
、
二
十
六 

•

七
日
鍛
練
会
を
、
建
長
寺
で
開
催
の
予
定
。
 

〇

松
野
自
得
氏
の
句
碑
が
昨
年
十I

月
十
日
磐 

梯
高
原
湖
畔
に
建
立
除
幕
さ
れ
た
。
句

は

「
松 

原
湖
は
暮
れ
て
磐
梯
月
に
聳
つ
」 

〇 

一
月
十
九
日
、
さ
い
か
ち
の
新
年
俳
句
大
会 

を
目
白
の
椿
山
荘
で
開
催(

六
十
余
名
出
席) 

〇
八
月
三.

四
日
、
さ
い
か
ち
の
夏
行
大
会
を 

一
 

群
馬
県
川
原
湯
温
泉
で
行
な
ぅ
予
定
。

〇
菊
池
麻
風
氏
の
句
集
「
春
嵐
」
を
五
月
二
日 

刊
。B
6

一

五
三
頁
。
故
佐
野
青
陽
人
氏
句
集 

七
月
上
梓
予
定
。

〇
五
月
十
七
日
、
曲
水
中
京
大
会
を
熱
田
神
宮 

參
集
所
で
開
摧
し
た
。

〇
五
月
二
十
四
日
、
曲
水
で
は
室
戸
句
碑
再
建 

一

周
年
記
念
式
並
に
俳
句
会
を
高
知
岬
ホ
テ
ル 

で
開
催
し
た
。

〇
四
月
二
十
六
日
、
み
ち
の
く
年
次
俳
句
大
会 

を
仙
台
市
公
会
堂
で
開
催
し
た
。
選
者
は
阿
部 

み
ど
り
女.

永
野
孫
柳.

佐
藤
鬼
房•

遠
藤
梧

〇
第
十
一
回
み
ち
の
く
賞
を
下
斗
米
八
郎
氏
が 

受
賞
し
た
。
— 

(

二
頁
下
段
へ
づ
つ
く)

◎

お
願
ぃ©

本
年
度
会
費(

千
納)

未
納
の
方

は
至
急
納
入
下
さ
い

5



④

朝
日
新
聞
社
賞

派
南
力
る

紙
漉
村
の
狭
き
天

和

歌

山

県

山

本

衣

作

主
人
坂
口
勝
蔵
の
霊
前
で
賞
品
と
賞
状
と
を 

披
い
て
ゆ
っ
く
り
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
大
正 

九
年
春
、
十
三
歳
丁
稚
と
し
て
坂
口
商
店
へ
お 

世
話
に
な
っ
て
以
来
理
解
あ
る
主
人
の
下
で
俳 

句
と
習
字
を
楽
し
む
事
の
で
き
た
私
は
全
く
倖 

で
し
た
。

「
文
武
両
道
の
人
に
成
れ
」
と
の
励 

ま
し
の
言
葉
に
甘
え
て
時
に
は
店
の
仕
事
を
疎 

か
に
す
る
よ
ぅ
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
「
文
武 

い
ず
れ
に
重
点
を
か
け
て
い
る
か
は
自
分
で
判 

断
せ
よ
」
と
言
っ
て
下
さ
る
程
度
。
四
年
前
こ 

の
主
人
を
亡
く
し
た
時
に
は
両
親
を
見
送
っ
た 

時
よ
り
も
と
め
ど
な
く
涙
が
溢
れ
出
た
。

こ
の
度
図
ら
ず
も
入
賞
の
光
栄
を
得
た
句
は 

時
代
の
波
に
押
さ
れ
て
年
々
寂
び
れ
て
ゆ
く
紙 

漉
村
の
現
況
を
読
み
聞
き
し
て
い
る
折
も
、
か 

っ
て
戦
前
高
野
山
へ
出
張
の
途
次
、
山
腹
古
沢 

の
紙
漉
を
見
聞
し
た
情
景
を
思
い
泛
ベ
て
口
遊 

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
霊
前
で
の
開
披
は
た
と
へ

ま
ま
ご
と
の
よ
う
な
仕
事
で
も
自
営
の
今
日
、
 

文
武
の
道
を
教
え
て
下
さ
っ
た
亡
き
主
人
に
こ 

の
光
栄
を
見
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ 

る
。
け
れ
ど
も
十
年
余
の
間
指
導
し
て
下
さ
っ 

て

い

る

「
け
い
て
き
俳
句
会
」
小
野
田
凡
二
先 

生
へ
は
御
見
せ
し
に
行
き
は
し
な
か
っ
た
、
 

「
一
句
が
賞
め
ら
れ
た
か
ら
と
て
さ
わ
ぐ
よ
う 

で
は
人
間
が
小
さ
い
小
さ
い
」
と
言
わ
れ
そ
う 

な
の
で
。

(

俳
歴)

十
五
歳
で
宗
匠
俳
句
入
門
、

「
鹿 

火
屋
」
に
所
属
。
戦

後

は

「
雪
解
」
、
現

在

「
天 

狼
」
、
「
岬
「
「
け
い
て
き
」
に
在
籍
。

④

全
国
做
俳
句
大
会
賞

憩
ひ
た
る

石
に
合
掌
遍
路
発
つ

吉
野
川
の
北
岸
阿
讃
山
脈
の
ふ
も
と
を
東
か 

ら
西
へ
四
国
の
霊
場 

一  

番
の
霊
山
寺
か
ら
十
番 

切
幡
寺
ま
で
の
札
所
が
十
里
の
間
に
あ
る
。
こ 

れ
を
十
里
十
ケ
所
と
云
っ
て
旧
三
月
節
句
前
後 

を
ピ
ー
ク
と
し
て
一
泊
二
日
の
予
定
で
お
參
り

Q

に
出
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

一  

県
だ
け
廻
る
の 

を
一
国
巡
り
、
全
部
巡
る
の
を
本
四
国
と
云
っ 

て
ゐ
る
。
全
国
か
ら
も
沢
山
の
お
遍
路
さ
ん
が 

押
か
け
て
く
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
私
は
今 

之
香
の
札
所
金
泉
寺
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
の 

で
お
遍
路
さ
ん
の
動
向
が
よ
く
解
る
。
今
の
遍 

路
は
貸
し
切
り
バ
ス
の
団
体
が
多
い
。
中
に
は 

タ
ク
シ
ー
又
は
自
家
用
車
族
が
あ
る
。
そ
し
て 

服
装
も
ま
ち
ま
ち
だ
。
白
衣
に
笈
、
ず
だ
袋
に 

札
差
、
傘
に
杖
と
い
っ
た
姿
は
少
な
い
。
そ
れ 

で
も
戦
前
の
よ
う
な
本
当
の
お
遍
路
さ
ん
が
時 

々
見
ら
れ
る
。
弘
法
大
師
の
御
足
跡
を
慕
う
て 

金
剛
杖
を
便
り
に
鈴
の
音
を
流
し
つ
つ
南
無
大 

師
遍
照
金
剛
と
、
唱
え
つ
つ
ひ
た
ぷ
る
に
仏
心 

を
得
ん
と
す
る
遍
路
、
そ
の
お
遍
路
さ
ん
を
句 

に
読
み
た
か
っ
た
。
第
二
回
大
会
に
投
句
し
た 

遍
路
の
句
は
、
予
選
で
没
に
な
っ
た
、
今
年
は 

せ
め
て
予
選
だ
け
で
も
と
思
っ
て
投
句
し
た
の 

が
、
図
ら
ず
も
入
選
し
大
会
賞
を
得
た
。
私
の 

一
生
を
通
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
大 

き
な
喜
び
の 

一  

つ
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

(

俳
歴)

子
供
の
頃
よ
り
俳
句
を
好
み
、
新 

聞
雑
誌
の
俳
句
は
必
ず
目
を
通
し
、
地
方
の
句 

会
に
努
め
て
出
席
、
数
年
前
よ
り
海
郷
に
入
会 

佐
野
ま
も
る
氏
に
師
事
。
天
狼
に
は
三
十
七
年 

春
よ
り
投
句
不
勉
強
の
た
め
万
年
一
句
記
。

④

全
国
俳
句
大
会
賞

寒
卵
嚥
み

遥
か
な
る
貌
を
せ
り

宮

崎

県

橋

本

草

郎

て

は
か
ら
ず
も
全
国
俳
句
大
会
赏
を
受
赏
し
、
 

幸
運
で
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
ま
す
。
何
よ 

り
も
ま
ず
、
特
選
三
句
に
選
ん
で
い
た
だ
い
た 

角
川
源
義
、
安
住
敦
の
両
先
生
、
並
び
に
入
選 

二
十
句
に
選
ん
で
い
た
だ
い
た
長
谷
川
か
な
女 

秋
元
不
死
男
、
中
村
汀
女
の
三
先
生
に
お
礼
を 

申
し
あ
げ
ま
す
。
昨
年
の
大
会
で
は
私
の
「
東 

風
の
母
発
車
の
き
は
に
も
の
言
ひ
だ
す
」
が
、
 

中
村
草
田
男
、
石
川
桂
郎
両
先
生
の
特
選
を
得 

中
村
汀
女
先
生
の
入
選
を
得
な
が
ら
、
惜
し
く 

も
入
賞
を
逸
し
ま
し
た
。
今
後
の
採
点
の
方
法 

と
し
て
特
選
を
二
点
入
選
を
一
点
に
数
え
、
同 

点
の
際
は
特
選
の
多
い
方
を
優
位
に
す
る
と
い 

ぅ
も
の
も

一  

つ
の
方
法
か
と
存
じ
ま
す
。
受
赏 

者
の
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
の
席
上
、
秋
桜
子
会
長
か 

ら

「
大
会
赏
受
賞
者
の
活
躍
を
い
つ
も
見
守
っ 

て
い
る
の
だ
が
」
と
激
励
さ
れ
ま
し
た
が
、
今 

後
と
も
精
進
し
て
、
御
期
待
に
応
え
た
い
と
思 

い
ま
す
。
私
は
一
俳
句
愛
好
者
と
し
て
自
分
の 

信
じ
る
句
を
究
め
、
作
品
を
大
会
の
先
生
方
に 

評
価
願
い
た
い
と
投
句
し
た
の
で
す
が
、
今
こ 

こ
に
受
賞
し
て
、
所
属
誌
と
い
ぅ
こ
と
を
考
え

6



て
み
ま
す
と
、
俳
人
協
会
の
外
側
に
あ
っ
た
こ 

と
に
思
い
至
り
、
何
か
悪
い
ょ
う
な' 

一
抹
の 

う
し
ろ
め
た
さ
が
残
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も 

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
考
え
す
ぎ
で
あ
れ 

ば
幸
い
で
す
が
。

(

俳
歴)

昭
和
四
年
宮
崎
県
都
城
市
に
生 

る
。
二
十
七
年
高
松
雀
村
先
生
に
ょ
り
俳
句
入 

門
、
地
元
の
大
先
輩
、
藤
後
左
右
、
山
口
聖
二 

先
生
の
影
響
を
う
け
た
。
現

在

「
冬
草
」
同
人 

「
寒
雷
」
準
会
員
。
郷
土
誌
「
椎
の
実
」
「
錡
」 

同
人
。
銀
行
員
。

④

全
国
俳
句
大
会
賞

流
れ
て
は

ま
た
太
陽
に
す
が
る
蝌
蚪

金

子

理

春

俳
句
は
私
生
活
の
も
っ
と
も
美
し
い
尊
い
日 

記
で
あ
る
と
堅
く
信
じ
、
そ
ぅ
し
た
考
え
の
中 

ょ
り
詠
わ
れ
て
き
た
私
の
俳
句
が
俳
句
と
し
て 

ど
の
程
度
の
価
値
が
あ
る
か
わ
た
し
は
知
ら
な 

い
。
だ
が
情
熱
を
か
た
む
け
て
ひ
た
す
ら
真
実 

の
諷
詠
に
つ
と
め
て
き
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で 

あ
る
。
わ
た
し
は
今
回
の
こ
の
受
賞
の
栄
光
を

基
盤
と
し
て
、
い
か
に
こ
の
道
が
涯
し
な
く
峻 

し
く
と
も
ぅ
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
勉
強
を
続
け
て
ゆ 

き
、
諷
詠
の
上
に
あ
ら
た
め
て
自
信
に
み
ち
た 

一
歩
を
踏
出
す
ベ
く
意
欲
に
も
え
て
い
る
。

(

俳
歴)

昭
和
八
年
こ
の
道
に
入
り
昭
和
三 

十
三
年
療
養
生
活
中
、
故
目
迫
秩
父
氏
を
知
り 

指
導
を
ぅ
け
る
。
同
年
よ
り
「
浜
」
に
入
会
こ 

の
間
秩
父
氏
主
宰
の
「
千
尋
」
同
人
。

④

全
国
俳
句
大
会
賞

田
の
溝
に

小
鮒
ひ
ら
め
き
春
祭

静

岡

県

山

本

莎

草

私
の
拙
い
作
品
が
選
ば
れ
て
、
全
国
俳
句
大 

会
賞
を
受
け
る
な
ど
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し 

た
の
で
、
俳
人
協
会
か
ら
の
御
通
知
に
接
し
た 

だ
も
う
喜
び
と
感
激
で
あ
り
ま
し
た
。
浜
名
湖 

畔
の
小
さ
な
町
に
住
ん
で
工
場
勤
め
の
私
は
朝 

夕
の
美
し
い
湖
の
な
が
め
に
は
め
ぐ
ま
れ
て
は 

い
ま
す
が
、
さ
て
句
を
作
る
と
な
る
と
な
か
な 

か
思
う
よ
う
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
好 

き
な
俳
句
は
捨
て
ら
れ
ず
、

一
進
一
退
細
々
と

つ
づ
け
て
は
い
ま
す
が
、
浅
学
非
才
、
こ
の
頃 

の
新
し
い
表
現
や
難
し
い
内
容
の
句
は
と
て
も 

作
れ
そ
ぅ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
諸
先

生
方
の
御
指
導
に
ょ
り
作
句
の
道
の
勉
強
を
つ 

I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
W
S
S
S
S
S
.

秋

桜

子

氏

に

芸

術

づ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

俳
歴)

昭
和
二
十
三
年
作
句
を
は
じ
め
馬 

酔
木
に
投
句
以
来
馬
酔
木
、
海
坂
に
所
属
、
秋 

桜
子
、
羽
公
瓜
人
諸
先
生
の
指
導
を
受
く
。

ー
ー
三
〇
名
出
席
の
盛
大
な
祝
賀
人
方

日
本
芸
術
院
は
四
月
十
日
、
昭
和
三
十
八
年 

度(

第
二
十
回)

の
日
本
芸
術
院
思
賜
赏
と
、
芸 

術
院
賞
の
受
賞
者
を
内
定
、発
表
し
た
が
、水
原 

秋
桜
子
氏
も
、
俳
句
に
お
け
る
長
年
の
業
績
が 

認
め
ら
れ
芸
術
院
赏
を
受
賞
し
た
。
な
お
受
質 

式
は
五
月
十
九
日
、
東
京
上
野
の
日
本
芸
術
院 

会
館
で
天
皇
陛
下
を
お
迎
え
し
て
行
わ
れ
た
。

X
 

X

水
原
秋
桜
子
氏
の
第
二
〇
回
日
本
芸
術
院n 

受
賞
祝
賀
会
は
、
五
月
二
十
三
日
五
時
か
ら
俳 

人
協
会
と
馬
酔
木
会
の
共
催
で
行
な
わ
れ
た
。

当
日
は
俳
人
協
会
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
現 

代
俳
句
協
会
か
ら
も
高
屋
窓
秋
、
冰
城
さ
か
え 

田
川
飛
旅
子
氏
等
多
数
の
参
会
者
が
あ
り
、
総 

勢
ニ
ニ
〇
名
、
最
近
ま
れ
に
見
る
盛
会
と
な
っ 

た
。
こ
の
た
め
、
会
場
の
丸
の
内
会
館
は
む
れ 

か
え
る
よ
ぅ
な
暑
さ
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
 

ま
ず
富
安
風
生
氏
が
立
っ
て
音
頭
を
と
り
全
員

で
乾
杯
、
つ
づ
い
て
山
口
青
邨
、
山
本
健
吉
、
 

井
本
農
一
、
角
川
源
義
、
宮
柊
二
、
中
村
草
田 

男
、
皆
吉
爽
雨
、
滝
春
一
、
石
田
波
郷
の
諸
氏 

が
次
々
に
演
壇
に
登
り
、
秋
桜
子
氏
の
業
績
と 

讃
え
、
思
い
出
話
を
語
っ
た
。

こ
の
間
に
、
型
ど
お
り
の
祝
電
の
披
露
、
花 

束
贈
呈
等
が
あ
り
、
最
後
に
秋
桜
子
氏
が
立
っ 

て

「
私
は
む
か
し
、
人
相
を
よ
く
見
る
人
か
ら 

七
十
過
ぎ
て
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
 

そ
ん
な
わ
け
で
、
さ
き
ほ
ど
誰
か
が
、
今
回
の 

受
質
は
遅
過
ぎ
る
七
言
い
ま
し
た
が
、
私
は
む 

し
ろ
早
過
ぎ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
っ
た 

趣
旨
の
挨
拶
を
さ
れ
た
。
例
に
よ
っ
て
ユ
ー
モ 

ア
た
っ
ぷ
り
の
話
し
ぶ
り
で
、
当
日
の
主
賓
に 

ふ
さ
わ
し
い
貫
録
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
秋
桜 

子
氏
と
は
独
協
中
学
時
代
か
ら
の
親
友
で
、
馬 

酔
木
同
人
の
金
子
伊
昔
紅
氏
の
発
声
で
万
才
を 

三
唱
、
華
や
か
な
祝
賀
会
の
蒜
を
閉
じ
た
。

◊

協

会 

専

用 

私

書 

連

絡 

凾◊

東
京
都
渋
谷
郵
便
局
私
書
凾
三
十
一
号 

俳

人
 

協

会
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