
若
手
句
会
実
況
中
継 

令
和
元
年
11
月
８
日
（
金
） 

 
 

 

指
導
者
：
小
澤 

實
・
藤
本 

美
和
子
氏 

 

出
席
者
数 

19
名 

高
得
点
句 

１
位 

敗
荷
の
音
敗
荷
を
動
か
し
ぬ 

 
 

 

木
本
隆
行 

 
 

８
点 

（
受
講
者
６
点
、
小
澤
・
藤
本
選
） 

 

講
評
：
敗
荷
の
カ
ラ
カ
ラ
と
い
う
音
が
ま
た
カ
ラ
カ
ラ
の
音
を
誘
っ
て
、
寂
し 

い
風
景
が
広
が
っ
て
行
く
の
が
見
え
る
。
敗
荷
に
風
が
来
る
様
子
が
見
え
る 

と
こ
ろ
が
面
白
い
。
（
受
講
者
）
敗
荷
の
本
意
が
生
か
さ
れ
て
い
る
句
だ
。 

「
敗
荷
」
と
い
う
言
葉
を
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
音
に
絞
っ
た
こ
と
で
、
風
の
動 

き
、
敗
荷
の
動
き
、
そ
し
て
蓮
池
の
広
が
り
ま
で
が
み
え
て
く
る
。
と
て
も 

省
略
が
効
い
て
い
る
。（
藤
本
）
リ
フ
レ
イ
ン
や
単
純
化
が
効
い
て
い
る
良
い 

句
と
思
う
が
、
中
に
風
が
隠
さ
れ
て
い
る
「
技
」
が
見
え
て
し
ま
っ
た
の
が 

気
に
な
る
。
僕
だ
っ
た
ら
「
敗
荷
の
動
き
を
る
」
と
し
て
「
音
」
と
「
動
か 

し
ぬ
」
の
主
語
・
述
語
関
係
は
断
ち
切
り
た
い
。（
小
澤
） 

 

２
位 

冬
の
月
置
け
ば
崩
る
る
鍵
の
束 

 
 

倉
持
梨
恵 

 

７
点 

（
受
講
生
６
点
、
小
澤
選
） 

 

講
評
：「
置
け
ば
崩
る
る
鍵
の
束
」
と
い
う
視
覚
的
な
の
に
音
ま
で
聞
こ
え
て 

く
る
感
じ
が
良
い
。「
鍵
の
束
」
の
句
は
冷
た
さ
を
詠
ん
だ
も
の
な
ど
は
よ
く 

見
る
が
、
束
が
崩
れ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
新
し
い
と
思
う
。（
受 

講
者
）
描
写
が
確
か
な
句
な
の
で
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
上
五
「
冬
の
月
」 

下
五
「
鍵
の
束
」
と
い
う
両
方
と
も
「
の
」
で
繋
が
っ
た
名
詞
と
い
う
形
の 

悪
さ
が
あ
る
。
こ
の
左
右
対
称
感
を
な
く
す
に
は
、
上
五
を
「
月
冴
え
ぬ
」 

な
ど
と
直
し
た
方
が
い
い
。（
小
澤
）
や
は
り
切
れ
が
な
い
の
が
気
に
な
っ
た
。 

「
冬
の
月
」
が
「
置
け
ば
」
に
一
瞬
懸
か
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
、「
月 

冴
え
ぬ
」
と
し
て
切
れ
を
し
っ
か
り
し
た
方
が
よ
い
句
に
な
る
。（
藤
本
） 



２
位 

新
し
き
画
布
に
鋲
打
つ
冬
は
じ
め 

 
 
 
 

吉
田
哲
二 

 
 

７
点 

（
受
講
者
５
点
、
小
澤
・
藤
本
選
） 

講
評
：
秋
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
に
、
冬
に
な
っ
て
絵
の
具
を
入
れ
て
い
く
緊
張
感 

を
「
冬
は
じ
め
」
に
感
じ
た
。（
受
講
者
）「
新
し
き
画
布
」
は
い
い
句
材
だ
。 

冬
と
い
う
季
節
の
楽
し
み
に
応
え
て
い
る
感
じ
も
あ
り
、
具
体
的
で
も
あ
る
。 

「
は
じ
め
」
と
「
新
し
き
」
が
ベ
タ
な
と
こ
ろ
が
気
に
な
る
。
も
う
一
工
夫 

必
要
と
思
う
。（
小
澤
）「
新
し
き
画
布
」
に
は
余
白
が
感
じ
ら
れ
、
冬
初
め 

の
明
る
さ
が
あ
っ
て
こ
の
ま
ま
で
良
い
か
と
。
嫌
み
が
無
く
て
良
い
句
だ
と 

思
う
。（
藤
本
） 

 

４
位 

の
し
の
し
と
行
く
千
歳
飴
引
き
ず
り
て 

 
 

大
堀 

剛 
 

５
点 

 
 

（
受
講
者
３
点
、
小
澤
・
藤
本
選
） 

 

講
評
：
七
五
三
の
着
物
を
着
た
子
供
は
、
本
当
は
窮
屈
な
だ
け
で
楽
し
く
な
い 

か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
兜
な
ど
を
か
ぶ
ら
さ
れ
て
よ
ろ
よ
ろ
す
る
男 

子
を
思
い
出
し
可
笑
し
く
な
っ
た
。（
受
講
者
）
こ
の
句
は
面
白
い
。
和
服 

の
男
子
が
重
そ
う
に
し
て
い
る
描
写
が
良
く
出
来
て
い
る
。（
小
澤
）
一
読 

分
か
り
に
く
か
っ
た
。
皆
な
の
話
を
き
い
て
着
慣
れ
な
い
正
装
の
姿
と
理 

解
出
来
た
。
も
っ
と
「
の
し
の
し
と
」
が
具
体
的
だ
と
分
か
る
の
か
と
思 

う
。
（
藤
本
） 

 

 


