
　

選
・
坊
城　

俊
樹

豊
穣
を
果
し
て
眠
る
冬
田
か
な

島
根
県　

今
岡　

式
枝

評　

昨
年
の
秋
の
収
穫
は
豊
穣
で
あ
っ
た
。
精
魂
尽
き
果
て
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
刈
り
跡
ば
か
り
と
な
っ
た
冬
田
は
た
だ
眠
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
句
の
余
韻
は
冬
田
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
感
謝
の
気
持

ち
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

湯
タ
ン
ポ
の
温
い
記
憶
に
母
が
居
る

茨
城
県　

藤
井　

一
夫

評　

母
の
記
憶
と
は
幼
い
こ
ろ
の
想
い
出
。
風
邪
を
ひ
い
て
湯
タ
ン
ポ

を
入
れ
て
も
ら
っ
て
唄
を
う
た
っ
て
く
れ
た
甘
く
切
な
い
記
憶
。
あ
ま

り
熱
い
と
幼
子
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
湯
タ
ン
ポ
が
ち
ょ
っ
と
温

く
な
っ
た
時
の
記
憶
が
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

◆
木
枯
を
体
斜
め
に
通
し
や
る 

三
重
県　

西
村　

廣
視

◆
舞
ふ
鬼
女
の
大
足
を
見
る
里
神
楽 

山
口
県　

御
江　

恭
子

◆
竜
天
に
昇
り
し
あ
と
の
草
の
影 

福
島
県　

佐
藤　
　

忠

◆
日
面
に
た
わ
わ
に
高
く
實
南
天 

宮
城
県　

鎌
田
登
喜
子

◆
城
の
灯
も
病
棟
の
灯
も
ク
リ
ス
マ
ス 

愛
媛
県　

井
上　

征
郎

◆
し
ん
し
ん
と
寝
耳
を
襲
ふ
霜
夜
か
な 

岩
手
県　

関
合　

新
一

◆
蛸
足
の
配
線
冬
に
入
り
に
け
り 

東
京
都　

友
野　
　

瞳

◆
何
か
罪
犯
し
た
顔
や
冬
鴉 

島
根
県　

藤
江　
　

尭

◆
鳶
の
輪
に
嵌
ま
り
棒
立
ち
冬
岬 

千
葉
県　

鈴
木　

英
子

◆
美
し
き
手
毬
つ
く
子
や
草
の
家 

山
口
県　

中
井　

清
子

＊
選
者
吟

神し
ん
り
ょ慮
い
ま
大
群
衆
の
初
み
く
じ

俊　

樹

＊
作
句
小
見

　

正
月
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
寺
な
ど
に
集
ま
っ
た

群
衆
は
神み

籤く
じ

の
結
果
に
一
喜
一
憂
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
神
慮
の

思
し
召
し
に
あ
る
の
だ
と
い
う
句
。
は
た
し
て
小
生
は
中
吉
で
あ
り
ま

し
た
の
で
、
戌
年
は
平
凡
な
る
幸
を
求
め
ん
と
す
。

（
編
集
部
よ
り
）
村
松
先
生
の
ご
都
合
に
よ
り
、
し
ば
ら
く
の
間
、
坊
城
先
生
に
選
者
を
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
す
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

頰
被
り
や
長
靴
お
う
な
も
混
じ
り
待
つ
雪
に
明
る

む
臨
時
医
務
室 

岩
手
県　

宍
戸
さ
と
る

評　

こ
の
冬
は
記
録
的
な
大
雪
。
高
齢
の
方
も
雪
下
ろ
し
に
奮
闘
さ
れ

て
い
る
映
像
を
目
に
す
る
と
雪
国
の
暮
ら
し
の
大
変
さ
を
想
う
。
こ
の

歌
で
は
「
臨
時
医
務
室
」
が
そ
れ
を
具
体
的
に
物
語
る
。
し
か
し
歌
の

調
子
は
ど
こ
ま
で
も
明
る
く
人
々
の
生
活
力
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

秋
深
し
藍
青
の
空
を
真
ふ
た
つ
に
開
く
が
如
く
白

鷺
の
飛
ぶ 

熊
本
県　

島
田　

佳
可

評　

二
句
三
句
の
「
空
を
真
ふ
た
つ
に
開
く
」
の
表
現
が
秋
の
透
明
感

を
力
強
く
伝
え
る
。「
如
く
」
と
言
わ
ず
に
「
開
く
」
と
言
い
切
っ
た

ほ
う
が
鮮
明
な
印
象
で
読
者
に
も
伝
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

◆
凍
て
る
朝
鉄
筋
を
組
む
人
夫
ら
の
吐
く
息
白
く
勢
い
を
も
つ

 

北
海
道　

吉
田　

洋
子

　

◆
枯
れ
し
も
の
な
べ
て
枯
れ
た
る
身
軽
さ
に
清
清
と
し
て
年
改
ま
る

 

奈
良
県　

横
井　

正
子

　

◆
こ
の
音
が
雪
降
る
音
か
深
々
と
静
寂
こ
そ
が
雪
の
音
な
り

 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

　

◆
大
き
い
弧
小
さ
い
弧
描
き
泳
ぐ
鴨
一
羽
潜
れ
ば
残
ら
ず
潜
る

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　

◆
過
ぎ
た
る
は
何
と
か
だ
よ
言
は
れ
ゐ
る　

さ
う
よ
幸
せ
過
ぎ
て
も

　
　

不
安 

島
根
県　

横
山　

槖
吾

　

◆
黄
金
の
銀
杏
の
大
木
陽
を
受
け
て
お
寺
の
屋
根
に
さ
ざ
波
の
ご
と

 

岩
手
県　

柴
田　

幸
栄

　

◆
朝
夕
に
海
の
面お

も

見
て
暮
ら
す
人
舟
屋
の
女お

か
み将
頰
ふ
っ
く
ら
と

 

秋
田
県　

小
松　

紀
子

　

◆
年
賀
状
を
読
め
ば
浮
か
び
く
る
友
の
顔
高
校
生
の
ま
ま
の
そ
の
か

　
　

ほ 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

　

◆
「
さ
よ
う
な
ら
」
南
相
馬
の
一
本
松
津
波
被
害
に
枯
れ
て
伐
ら
れ

　
　

る 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

　

◆
口
だ
け
で
済
め
ば
良
か
っ
た
武
勇
伝
昔
の
こ
と
を
や
や
デ
フ
ォ
ル

　
　

メ
す 

青
森
県　

中
田　

瑞
穂

＊
選
者
詠

と
て
も
無
理
と
手
渡
さ
れ
た
る
ジ
ャ
ム
の
壜
何
の

　

弾
み
か
わ
が
掌て

に
開あ

き
ぬ 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

顔
も
意
味
す
る
面
を
海
の
面
か
ら
女
将
の
頰
に
つ
な
げ
る
小
松
さ
ん

の
一
首
に
は
物
語
を
感
じ
ま
す
。
野
村
さ
ん
や
三
吉
さ
ん
の
シ
ン
プ
ル

な
表
現
の
爽
や
か
さ
に
も
惹
か
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
歌
に
は
季
節
感

と
生
活
感
の
実
感
が
あ
り
、
歌
の
力
を
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

仏ぶ
つ

恩お
ん

　
永
平
寺
で
は
、
朝
と
昼
の
食
事
の
際
に
、
仏
恩
を
想
起
し
、「
仏ぶ

っ

生し
ょ
う

カ
ビ

ラ　
成じ

ょ
う

道ど
う
マ
カ
ダ　
説
法
ハ
ラ
ナ　
入
滅
ク
チ
ラ
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生

誕
・
成
道
・
初
説
法
・
入
滅
の
地
名
を
お
唱
え
い
た
し
ま
す
。

　
「
仏
恩
」
を
想
起
す
る
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
や
、
そ
の
み
教
え
を
お
伝
え

く
だ
さ
っ
た
代
々
の
お
祖
師
さ
ま
方
の
お
陰
が
あ
っ
て
こ
そ
で
、
今
ま
さ
に

仏
弟
子
と
し
て
食
事
を
い
た
だ
き
、
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
と
観
じ

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
思
え
ば
、
及
ば
ず
な
が
ら
も
報
恩
の
修
行
を
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
お
唱
え
を
通
し
て
、
私
た
ち
仏
弟
子
は
皆
、
仏
祖
の
恩
に
包
ま
れ
護

ら
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
深
く
顧
み
る
の
で
す
。

　
「
伝
え
こ
し　
法
の
水
瓶
水
浄
く　
洩
ら
さ
じ
と
お
も
う　
濁
さ
じ
と
お

も
う
」
と
い
う
古
人
の
句
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
句
は
、
お
釈
迦
さ
ま
よ
り
代
々
に
伝
わ
る
仏
の
道
を
、
及
ば
ず
な
が

ら
も
、
濁
さ
ず
に
修
行
し
て
い
き
た
い
と
願
う
句
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
毎
日
の
食
事
の
度
に
、
仏
祖
の
恩
を
観
じ
、
心
を
励
ま
し
て
い
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、
永
平
寺
で
は
、
四
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
の
八
日
間
、

仏
祖
の
恩
に
報
い
る
「
報
恩
授じ

ゅ
戒か

い
会え(

仏
弟
子
と
な
り
仏
の
生
き
方
を
習
い

誓
う
式)

」
を
修
行
い
た
し
ま
す
。
授
戒
会
で
は
、
共
に
仏
祖
の
恩
に
報
じ

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
に
お
い
て
真
心
を
込
め
、
一

心
に
修
行
い
た
し
ま
す
。
食
事
を
司
る
典て

ん
座ぞ

寮
で
も
、
活
き
活
き
と
報
恩
修

行
が
営
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺尚事寮／０４５-５８１-６３４２

報
恩
大
授
戒
会

　
「
悟
り
（
宗
教
）
と
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
に
（
安
心
し
て
）
死

ぬ
こ
と
を
教
え
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
そ
れ
は
間
違
い
で
、
悟
り
と

は
、
ど
ん
な
場
合
に
で
も
安
心
し
て
生
き
る
道
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
」

　
こ
れ
は
正
岡
子
規
の
『
病び

ょ
う

床し
ょ
う（
牀
）
六ろ

く
尺し

ゃ
く

』
に
あ
る
言
葉
で
す
。
こ
の
「
安

心
し
て
生
き
る
道
」
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
「
授
戒
会
」
で
あ
り
ま
す
。

　
總
持
寺
で
は
四
月
十
日
か
ら
十
六
日
の
一
週
間
、
授
戒
会
（
報
恩
大
授
戒

会
と
称
し
ま
す
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
戒
は
一
般
に
「
い
ま
し
め
」
と
読
み
、
注
意
・
訓
戒
・
禁
止
な
ど
を
指
し

ま
す
が
、
仏
教
で
は
「
習
慣
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
戒
は
香
に
、
習

慣
は
薫
り
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
香
を
焚
き
衣
服
に
薫
じ
ま
す
と
、
薫
り
と

な
っ
て
長
く
服
に
残
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
薫く

ん
習じ

ゅ
う

」
と
い
い
ま
す
。

　

授
戒
会
で
は
、
戒
弟
の
方
々
は
戒
の
意
義
を
学
び
、
坐
禅
や
説
戒
・
礼

拝
・
読
経
な
ど
様
々
な
修
行
を
し
ま
す
。

　
そ
し
て
最
終
日
十
六
日
の
夜
に
は
、
釈
尊
よ
り
脈
々
と
相
承
さ
れ
た
尊
い

戒
法
を
、
禅
師
さ
ま
か
ら
直
接
授
け
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　
報
恩
大
授
戒
会
は
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
が
正
し
い
教
え
を
守
り
伝
え
る
こ

と
を
自
覚
す
る
儀
式
で
も
あ
り
ま
す
。
読
者
の
皆
さ
ま
に
も
是
非
ご
参
加
を

お
勧
め
し
ま
す
。
詳
細
は
總
持
寺
尚
事
寮
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「南無釈迦牟尼仏」とお唱えしながらの巡堂
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