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は
じ
め
に

ず
い
ぶ
ん
長
い
歳と
し

月つ
き

、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
授
業
を
し
て
き
ま
し
た
。
昭
和
の
し
ょ
っ
ぱ
な
か
ら
定
年
ま
で
、
定

年
が
す
ぎ
て
も
う
二
十
年
余
り
、
わ
た
し
は
、
い
ま
も
っ
て
授
業
に
飽
い
た
り
、
魅
力
を
失
っ
た
り
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
授
業
に
憑つ

か
れ
た
教
師
を
何
人
か
知
っ
て
い
ま
す
が
、
わ
た
し
も
そ
う
し
た
仲
間
の
一
人
で
は
な
い
か
と
自

負
し
て
い
ま
す
。

わ
た
し
が
、
東
京
に
出
て
勤
め
た
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校（
の
ち
の
東
京
教
育
大
学
附
属
小
）で
行
な
っ
た
最
初

の
公
開
授
業
、
き
ざ
っ
ぽ
く
い
う
と
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
東
京
初
舞
台
、
こ
れ
が
短
歌
の
指
導
で
し
た
。

そ
の
後
、
校
内
は
も
ち
ろ
ん
、
全
国
各
地
に
招
か
れ
、
小
学
校
国
語
科
の
全
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
授
業
を
し
て
き

ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
手
が
け
る
こ
と
の
と
く
に
多
か
っ
た
の
が
詩
歌
で
す
。

詩
歌
、
な
か
ん
ず
く
、
わ
た
し
が
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
き
た
の
が
俳
句
で
し
た
。
戦
中
・
戦
後
と
作
句
を
続
け
、

他
方
、
俳
句
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
満
足
の
い
く
授
業
は
、
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
数
年
、
わ
た
し
は
、
全
国
各
地
の
子
ど
も
た
ち
が
作
る
子
ど
も
俳
句
に
目
を
覚
ま
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
俳
句
教
材
を
、
新
鮮
に
は
ね
て
い
る
子
ど
も
俳
句
に
と
り
か
え
ま
し
た
。

作
句
に
つ
い
て
も
、
伝
統
の
写
生
主
義
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
子
規
も
許
容
し
、
奨す
す
め
て
い
る
想
像
に
よ
る
味
つ
け
の
表

現
法
を
工
夫
し
て
み
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
な
ん
と
、
作
句
の
入
門
は
、
物
語
を
手
が
か
り
に
し
、
こ
こ
か
ら
俳
句
を
発
想
す
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
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の
教
材
と
し
て
最
初
に
と
り
あ
げ
た
の
が
、
子
ど
も
た
ち
に
好
ん
で
読
ま
れ
る「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」で
す
。

こ
れ
ま
で
わ
た
し
の
行
な
っ
て
き
た
、
読
む
、
作
る
の
俳
句
指
導
と
は
大
き
く
ち
が
っ
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
子
ど

も
に
出
会
っ
て
重
ね
て
き
た
実
験
的
な
授
業
の
成
果
、
そ
の
手
応
え
は
十
分
で
す
。

俳
句
は
、
こ
れ
を
学
び
、
学
ば
せ
る
に
、
言
語
・
文
学
・
教
育
に
わ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
豊
か
な
価
値
を
内
蔵
し
て

い
ま
す
。
国
語
教
室
が
、
俳
句
指
導
に
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
。
子
ど
も
俳
句
の
火
は
、
国
語
教
室
の
外
に
、
燃
え
広

が
っ
て
い
ま
す
。
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子
ど
も
俳
句
に
開
眼
す
る

も
う
十
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
俳
句
を
作
る
こ
と
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
戦
前
か
ら
俳
句
に
な
じ
ん
で
き
た
わ
た
し
は
、
俳
句
界
の
情
報
に
は
な
に
ほ
ど
か
の
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
と
こ
ろ
の
俳
句
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
情
況
の
内
容
は
、
わ
た
し
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
を
は
る
か
に
上
ま

わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

俳
句
人
口
の
急
激
な
拡
大
は
、
女
性
、
そ
れ
も
年
輩
の
主
婦
層
の
作
句
活
動
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
主

婦
が
余
暇
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
学
習
に
好
都
合
な
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
普
及
、
あ
る
い
は
、
手

近
な
生
活
圏（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）に
、
小
さ
な
俳
句
サ
ー
ク
ル
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
ブ
ー
ム
の
要
因
で

し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
マ
ス
コ
ミ
の
介
在
が
大
き
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
は
み

な
投
句
を
誘
い
、
そ
こ
へ
手
軽
に
参
入
で
き
る
指
導
の
手
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。

女
性
の
作
句
熱
が
盛
ん
な
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち
の
俳
句
学
習
も
急
速
に
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
俳
句
を
募
集
し
、
審
査
し
、
評
価
し
て
い
る
俳
句
大
会
に
は
、
な
ん
と
、
十
万
、
二
十
万
と
い
う
大
量
の

応
募
が
あ
る
そ
う
で
す
。

こ
の
子
ど
も
俳
句
隆
盛
の
か
げ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
教
師
た
ち
が
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
指
導
は
、

い
わ
ゆ
る
国
語
科
の
授
業
の
な
か
で
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
て
、
も
っ
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
な
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か
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

個
々
の
子
ど
も
が
興
味
を
も
っ
て
作
り
、
投
句
し
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
学
校

を
挙
げ
て
大
量
に
投
句
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
と
は
べ
つ
に
、
も
っ
と
大
量
に
作
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

子
ど
も
が
俳
句
を
作
っ
て
い
る
の
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
親
は
、
面
白
そ
う
で
、
案
外
と
ユ
ニ
ー

ク
だ
と
興
味
を
も
ち
、
一
緒
に
俳
句
を
作
り
出
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
大
人
の
世
界
へ
俳
句
を
ひ
ろ
が
ら
せ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
た
の
が
子
ど

も
俳
句
で
あ
る
、
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

右
は
、
一
茶
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
東
京
都
足
立
区
炎
天
寺
に
本
部
の
あ
る
、「
炎
天
寺
一
茶
ま
つ
り

全
国
小
中
学
生
俳
句
大
会
」の
選
者
で
あ
っ
た
、
俳
句
作
家
・
楠
本
憲
吉
氏
の
述
懐
で
す
。

俳
句
ブ
ー
ム
は
国
内
だ
け
で
な
く
、
海
外
に
い
る
日
本
人
の
大
人
、
子
ど
も
に
も
愛
好
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ

れ
は
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
外
国
人
、
そ
の
外
国
人
の
中
心
に
は
プ
ロ
の
作
家
、
詩
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
か
つ
て

は
、
季
感
・
季
語
な
ど
が
障
害
に
な
る
な
ど
と
い
わ
れ
た
国
ぐ
に
で
も
、
い
ま
は
も
う
そ
の
よ
う
な
ワ
ク
や
垣
根
な
ど

さ
っ
さ
と
と
り
払
わ
れ
、
乗
り
こ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

話
が
少
し
広
が
り
す
ぎ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
俳
句
情
況
に
し
ぼ
っ
て
も
う
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

た
し
か
に
子
ど
も
の
俳
句
は
、
過
去
に
は
み
な
か
っ
た
盛
況
を
み
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
わ
た
し
の
周
り
に
い
る
教
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師
の
な
か
で
、
ク
ラ
ス
の
俳
句
指
導
、
あ
る
い
は
学
校
全
体
の
作
句
活
動
を
推
進
し
て
い
る
者
は
ほ
ん
の
二
、
三
人
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
教
材
を
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
、
わ
か
ら
せ
た
り
の
指
導
は
い
ち
お
う

ど
の
教
師
も
し
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
作
句
の
指
導
か
ら
作
品
応
募
の
世
話
ま
で
、
手
を
広
げ
て
い
る
教
師
は
、
子
ど

も
俳
句
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
寥
り
ょ
う
り
ょ
う

々
た
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
自
身
は
、
戦
中
・
戦
後
ず
っ
と
作
句
を
続
け
て
は
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
積
極
的
に
国
語
科
の
指
導
に
も
ち

こ
む
こ
と
に
は
消
極
的
で
し
た
。
理
由
は
、
そ
れ
を
国
語
教
室
の
も
の
と
す
る
確
信
が
も
て
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
確

信
と
は
何
か
。
俳
句
が
、
言
語
の
理
解
と
表
現
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
つ
か
で
す
。

こ
の
も
や
も
や
を
一
気
に
払
拭
し
て
く
れ
た
の
が
、
子
ど
も
俳
句
の
盛
況
で
す
。
う
か
つ
に
も
、
わ
た
し
が
、
こ
の

情
報
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
か
な
り
お
く
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

や
き
た
ての
クッキ
ー
み
たい
な
春
の
風

子
ど
も
俳
句
の
盛
況
と
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
、
そ
の
状
況
を
見
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
を
子
ど
も
俳

句
の
世
界
に
引
き
こ
ん
で
く
れ
た
の
は
、
次
に
掲
げ
る
二
つ
の
句
集
で
す
。

『
俳
句
の
国
の
天
使
た
ち
』（
日
本
航
空
広
報
部
編
）

『
句
集　
ち
い
さ
な
一
茶
た
ち
』（
楠
本
憲
吉
・
炎
天
寺
編
）

『
俳
句
の
国
の
天
使
た
ち
』は
全
ペ
ー
ジ
の
半
分
が
、
子
ど
も
の
写
真（
カ
ラ
ー
と
一
部
モ
ノ
ク
ロ
）と
、
何
ペ
ー
ジ
か
の

切
り
絵
、
そ
し
て
、
各
ペ
ー
ジ
に
一
句
な
い
し
二
句
、
小
中
学
生
の
俳
句（
片
隅
に
こ
の
句
の
英
訳
）が
挿
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
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登
載
さ
れ
て
い
る
句
は
、
水
野
あ
き
ら
氏
の
選
ば
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
が
粒
選
り
の
秀
句
で
す
。
わ
た

し
は
、
こ
の
句
集
を
何
回
と
な
く
読
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
強
い
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

わ
た
し
の
子
ど
も
俳
句
開
眼
だ
っ
た
の
で
す
。
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
、
子
ど
も
俳
句
の
理
解

を
大
き
く
変
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
子
ど
も
俳
句
は
た
い
て
い
、
大
人
の
俳
句
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
か
、
子
ど
も
っ
ぽ
い
も
の
の
見
方
や
、

舌
足
ら
ず
の
表
現
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
、
独
自
の
よ
さ
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
一
つ
の
存
在
価
値
を

も
っ
て
い
る
と
思
っ
て
受
け
と
め
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、『
俳
句
の
国
の
天
使
た
ち
』に
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
の
で
す
。

　
　
や
き
た
て
の
ク
ッ
キ
ー
み
た
い
な
春
の
風 

小
四　
佐
々
木
千
里

　
　
た
ん
ぽ
ぽ
の
種
は
ど
こ
か
へ
行
く
と
ち
ゅ
う 

小
五　
石
井
博

　
　
空
ぶ
り
の
バ
ッ
ト
の
む
こ
う
に
い
わ
し
雲 

小
四　
松
田
京
平

と
り
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
は
、
も
う
大
人
の
真
似
、
稚
拙
さ
を
売
り
物
に
す
る
よ
う
な
句
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
の
目
で
と
ら
え
、
子
ど
も
特
有
の
感
性
と
発
想
に
よ
る
文
字
ど
お
り
の
子
ど
も
の
俳

句
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
作
品
に
ふ
れ
て
い
る
う
ち
に
わ
た
し
に
も
、
俄
然
、
指
導
意
欲
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
俳
句

を
教
材
に
す
れ
ば
、
子
ど
も
は
か
な
ら
ず
の
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
期
待
が
わ
た
し
を
つ
き
動
か
し
ま
す
。
先
に
述
べ
た

も
や
も
や
が
一
気
に
拭ぬ
ぐ
わ
れ
て
、「
子
ど
も
の
育
つ
国
語
教
室
」は
、
俳
句
に
よ
っ
て
も
拓ひ
ら
け
る
と
い
う
歓
喜
の
よ
う
な

も
の
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
俳
句
も
歴
史
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
た
い
そ
う
評
判
に
な
っ
た
作
品
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　
　
天
国
は
も
う
秋
で
す
か
お
父
さ
ん 

小
五　
塚
原
彩

こ
の
句
を
子
ど
も
た
ち
に
読
ま
せ
る
と
一
瞬
は
っ
と
驚
き
、「
は
あ
、
そ
う
な
の
か
」と
、
一
種
の
感
慨
を
た
た
え
た

静
か
な
顔
に
変
わ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
何
人
か
に
解
釈
を
さ
せ
て
み
た
り
、
わ
た
し
が
補
説
を
し
た
り
し
て
い
る
と
、

そ
っ
と
涙
ぐ
ん
で
く
る
子
も
お
り
ま
し
た
。

天
国
に
行
っ
た
父
親
は
、
た
ぶ
ん
急
死
だ
ろ
う
、
だ
と
す
る
と
交
通
事
故
か
な
、
ま
だ
男
ざ
か
り
だ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
ん
な
平
凡
な
思
惑
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

一
昨
年
の
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た
か
、
何
気
な
く
テ
レ
ビ
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
草
柳
大
蔵
氏
が
画
面
に
出
て
い
て
、

な
ん
と
、
こ
の
俳
句
を
と
り
あ
げ
て
話
し
て
い
る
の
で
す
。
お
や
と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
氏
は
、
こ
の
俳
句
の
作
者

に
電
話
を
し
て
、
父
親
の
死
因
を
た
ず
ね
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
の
憶
測
し
た
交
通
事
故
で
は
な
く
、

（
聞
き
と
り
は
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）心
臓
に
関
係
し
た
病
気
だ
っ
た
よ
う
で
し
た
。
わ
た
し
は
こ
の
句
に
対
す
る

草
柳
氏
の
関
心
の
強
さ
に
驚
き
ま
し
た
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
す
で
に『
句
集　
ち
い
さ
な
一
茶
た
ち
』の
な
か
に
、
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楠
本
憲
吉
氏
が
、

こ
の
句
の
作
者
に
私
は
会
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
き
び
し
い
美
し
さ
の
あ
る
句
を
作
っ

た
子
に
脱
帽
し
ま
す
。

「
う
つ
く
し
い
」と
い
う
こ
と
に
は
二
種
あ
っ
て
、
一
つ
は「
美
し
い
」と
い
う
美
的
う
つ
く
し

さ
、
も
う
一
つ
は
厳
し
さ
の
美「
厳（
う
つ
く
）し
い
」
で
す
。
こ
の
厳
し
さ
の
美
を
創
る
鍛
練
が

大
切
な
の
で
す
。

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
句
集　
ち
い
さ
な
一
茶
た
ち
』の
な
か
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
評
判
に
な
っ
た
句
が
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
　
さ
そ
り
座
の
尾
の
一
げ
き
に
流
れ
星 

中
二　
村
上
克
美

楠
本
氏
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た「
男
の
井
戸
端
合
議
・
五
人
の
会
」（
扇
谷
正
造
、
草
柳
大
蔵
、
楠
本
各
氏
ほ
か
二
人
）、

こ
の
五
人
で
書
い
た『
花
も
嵐
も
踏
み
こ
え
て
』と
い
う
本
の
な
か
に
あ
る
座
談
の
記
事
に
、
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
そ
う

で
す
。

扇
谷
氏
の「
い
つ
か
楠
本
さ
ん
か
ら
聞
い
た『
さ
そ
り
座
の
尾
の
一
げ
き
に
流
れ
星
』、
あ
の
俳
句
に
は
び
っ
く
り
し

ま
し
た
ね
」と
い
う
発
言
に
楠
本
氏
が
、
話
を
合
わ
せ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
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「（
子
ど
も
た
ち
の
作
品
を
）た
く
さ
ん
見
て
い
ま
し
て
、
ハ
ッ
と
目
を
見
張
る
思
い
を
し
た
の
が『
さ
そ
り
座
の
尾
の
一

げ
き
に
流
れ
星
』。
こ
れ
は
中
学
校
二
年
生
の
子
の
句
で
す
。
僕
は
あ
ま
り
う
ま
す
ぎ
る
の
で
怖
か
っ
た
。
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
の
代
作
か
、
あ
る
い
は
盗
作
か
も
し
れ
ぬ
と
思
っ
て
電
話
し
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、
こ
れ
は
ア
ニ
メ
な
ん

で
す
。
テ
レ
ビ
の
場
面
が
変
わ
る
と
、
さ
そ
り
座
が
さ
そ
り
に
な
る
。
そ
れ
が
ピ
ン
と
尾
を
は
ね
た
ら
星
を
一
つ
は
ね

て
、
そ
れ
が
ビ
ュ
ー
ッ
と
落
ち
て
い
っ
て
流
れ
星
に
な
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
」

こ
の
い
き
さ
つ
を
聞
い
て
、
草
柳
氏
が
、「
で
も
よ
か
っ
た
な
あ
。
テ
レ
ビ
と
い
う
媒
体
が
な
く
て
、
そ
の
子
が
本

当
に
夏
の
夜
空
を
見
て
つ
く
っ
た
ん
だ
っ
た
ら
、
脅
威
だ
よ
」と
、
ホ
ッ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
楠
本
氏
は「
も
う

こ
っ
ち
は
お
手
上
げ
で
す
よ
」。
草
柳
氏
も「
も
う
物
書
き
は
や
め
る
よ（
笑
）」と
感
嘆
し
て
い
ま
す
。

楠
本
氏
は
、
二
十
何
年
も
、
子
ど
も
の
俳
句
の
評
価
に
あ
た
っ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
、
子
ど
も
俳
句
に
つ
い

て
の
理
解
が
ひ
じ
ょ
う
に
深
く
、
豊
富
な
話
題
の
持
ち
主
で
し
た
が
、
先
年
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

お
し
ま
い
に
、
新
聞
の
と
り
あ
げ
た
、
子
ど
も
俳
句
の
秀
作
を
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
さ
ん
か
ん
日
う
し
ろ
に
か
あ
さ
ん
い
い
に
お
い 

小
一　
す
ぎ
お
か
し
ん
ペ
い

　
　
で
か
せ
ぎ
に
父
い
く
日
に
は
本
高
く
読
み 

小
三　
安
田
宏
光

　
　
麦
の
秋
家
中
ま
ど
を
開
け
て
留
守 
小
六　
田
中
正
範



15　第一章―俳句は子どもの感性を鋭くする

　
　
あ
じ
さ
い
の
庭
ま
で
泣
き
に
い
き
ま
し
た 

小
六　
惣
田
美
由
紀

　
　
ふ
く
ら
ん
だ
カ
ー
テ
ン
の
中
夏
た
ま
る 

中
二　
吉
野
輝
彦

以
上
五
句
、
読
売
新
聞
一
九
九
〇
年
五
月
十
日「
編
集
手
帳
」に
引
用
。

　
　
た
け
の
こ
よ
／
ぼ
く
も
ギ
ブ
ス
が
／
と
れ
る
ん
だ 

小
二　
畑
上
洋
平

　
　
君
の
き
れ
い
な
目
か
ら
／
ひ
と
つ
ぶ
ひ
と
つ
ぶ
／
真
珠
が
落
ち
る 

メ
キ
シ
コ
・
男
・
10
歳

　
　
秋
風
が
そ
っ
と
／
雁
を
せ
き
立
て
／
巣
へ
も
ど
ら
せ
て
い
る 

フ
ラ
ン
ス
・
女
・
12
歳

右
三
句
は
、『
地
球
歳
時
記,90
』所
収
。
一
句
目
は
大
岡
信
氏
が
朝
日
新
聞
・
九
一
年
五
月
十
六
日「
折
々
の
う
た
」で
、

他
二
句
は
、
九
〇
年
八
月
十
八
日「
天
声
人
語
」で
紹
介
。


