
　

選
・
村
松
五
灰
子

元
旦
の
薬
は
午
后
に
飲
み
始
む

福
島
県　

西
木　
　

甚

評　

一
年
の
計
は
元
旦
。
朝
か
ら
の
薬
で
は
適
わ
な
い
。
こ
の
日
は
午

后
か
ら
飲
む
。
滑
稽
味
が
あ
り
病
に
も
淡
々
と
付
き
合
う
姿
が
見
え
る
。

婿
殿
が
そ
っ
と
呉
れ
た
る
お
年
玉

和
歌
山
県　

田
﨑
よ
し
子

評　

予
想
外
の
我
が
娘
の
婿
殿
の
心
遣
い
が
嬉
し
か
っ
た
。
浮
き
浮
き

気
分
が
出
て
い
て
楽
し
い
年
の
始
ま
り
の
予
感
で
あ
る
。

◆
と
ろ
と
ろ
と
炊
い
て
七
種
一
人
膳 

愛
知
県　

伊
藤　

律
子

◆
数
へ
日
や
妻
と
連
立
つ
診
療
所 

長
野
県　

下
島　
　

博

◆
海
鳴
り
の
近
き
北
窓
塞
ぎ
け
り 

佐
賀
県　

池
内　

淳
子

◆
波は

郷き
ょ
う

忌き

や
生
あ
る
限
り
句
を
読
ま
む 

愛
媛
県　

井
上　

征
郎

◆
麦
刈
や
五
右
衛
門
風
呂
の
母
白
し 

北
海
道　

高
橋　
　

哲

◆
か
く
れ
ん
ぼ
子
等
は
干
菜
の
匂
ひ
せ
り 

三
重
県　

米
野
て
る
み

◆
手
を
温
め
母
の
脈
み
る
冬
の
朝 

兵
庫
県　

美
濃　

敏
子

◆
島
の
子
の
二
人
並
ん
で
卒
業
歌 

長
崎
県　

麻
生　

勝
行

◆
野
仏
風
雨
の
傷
み
冬
ざ
る
る 

埼
玉
県　

小
林　

茂
之

◆
黒
々
と
雨
に
落
ち
着
く
冬
田
か
な 

大
分
県　

武
石
富
美
子

＊
選
者
吟

ご
隠
居
の
花
下
の
お
薄
や
車
椅
子

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　

一
年
で
一
番
明
る
く
華
や
か
な
大
自
然
。
ど
こ
へ
出
か
け
て
も
春
が

い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
胸
は
高
鳴
る
ば
か
り
。

　

近
く
の
水
辺
も
山
裾
も
小
花
や
小
鳥
の
さ
え
ず
り
が
。

　

外
に
出
て
深
呼
吸
、
脳
内
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
す
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

ど
ん
ぐ
り
は
独
楽
に
変
身
し
た
け
れ
ど
何
も
変
わ

ら
ぬ
僕
の
生
活 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

評　

何
も
変
わ
ら
な
い
自
分
の
生
活
を
良
し
と
し
て
い
る
の
か
否
か
は

定
か
で
は
な
い
が
、
災
害
に
い
つ
見
舞
わ
れ
る
か
分
か
ら
ぬ
現
在
、
幸

せ
な
こ
と
と
思
い
た
い
。
し
か
し
、
誰
に
で
も
あ
る
変
身
願
望
を
思
え

ば
多
少
の
悔
し
み
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
揺
れ
が
面
白
い
。

固
ま
っ
た
砂
糖
を
ゆ
っ
く
り
崩
す
と
き
友
の
言
葉

の
深
さ
を
知
り
ぬ 

山
梨
県　

北
村　

富
子

評　
「
ゆ
っ
く
り
」
が
効
い
て
い
る
。
友
の
言
葉
を
噛
み
し
め
て
い
る

時
間
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
辛
口
と
思
わ
れ
た
言
葉
が
次
第
に
心
に

沁
み
て
く
る
状
態
は
、
偶
然
だ
が
砂
糖
の
塊

か
た
ま
り

と
も
よ
く
調
和
す
る
。

　

◆
異
国
よ
り
ウ
イ
ル
ス
ら
し
き
メ
ー
ル
受
く
返
信
す
ま
い
ぞ
マ
ド
モ

　
　

ア
ゼ
ル
に 

千
葉
県　

冨
野
光
太
郎

　

◆
彼
岸
花
咲
く
時と

期き

海
苔
の
胞た

子ね

付
け
と
夢
中
に
な
り
し
も
遙
か
と

　
　

な
れ
り 

愛
知
県　

近
藤
美
代
子

　

◆
シ
ャ
ン
ペ
ン
に
大
吟
醸
を
ま
ぜ
る
も
良
し
昇
り
ゆ
く
泡
に
希
望
の

　
　

湧
き
ぬ 

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス　

井
上　

健
一

　

◆
居
酒
屋
の
暖
簾
く
ぐ
れ
ば
わ
が
席
に
種
田
山
頭
火
座
り
て
居
た
り

 

青
森
県　

中
田　

瑞
穂

　

◆
林
道
に
落
葉
を
厚
く
敷
き
つ
め
て
腰
弁
当
を
開
く
若
き
ら

 

鳥
取
県　

山
本　

浩
一

　

◆
旧
姓
を
丁
寧
に
書
く
友
も
お
り
施
設
の
書
初
め
ほ
の
ぼ
の
愛か

な

し

 

兵
庫
県　

前
田
あ
つ
子

　

◆
和
紙
で
酉
切
り
つ
つ
祈
る
賀
状
を
ば
受
け
と
る
人
の
真ま

幸さ
き

く
あ
れ

　
　

と 

熊
本
県　

島
田　

佳
可

　

◆
座
る
に
も
立
つ
に
も
老
い
の
見
ゆ
る
妻
身
は
辛
か
ろ
に
畑
に
出
で

　
　

ゆ
く 

福
井
県　

山
本　
　

静

　

◆
何
と
な
く
君
に
待
た
る
る
心
地
し
て
タ
イ
新
し
く
玄
関
を
出
る

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　

◆
ち
ょ
っ
と
し
た
隙
間
を
埋
め
た
小
包
が
母
か
ら
届
く
メ
モ
と
い
っ

　
　

し
ょ
に 

奈
良
県　

鈴
木　

重
雄

＊
選
者
詠

誰
よ
り
も
転
び
や
す
く
て
絵
の
中
の
あ
の
坂
道
が

　

気
に
か
か
る
な
り 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

前
田
さ
ん
の
作
品
、
旧
姓
の
ほ
う
が
脳
裏
に
強
く
刻
ま
れ
て
い
れ
ば
こ

そ
の
署
名
で
種
々
の
思
い
を
読
者
に
抱い

だ

か
せ
ま
す
。
島
田
さ
ん
の
歌
は
年

賀
状
の
本
来
の
役
目
に
立
ち
返
ら
せ
る
爽
や
か
さ
が
あ
り
、
鈴
木
さ
ん
の

小
包
の
隙
間
に
は
母
の
愛
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
感
動
し
ま
し
た
。

27



大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

授じ
ゅ

戒か
い

会え

　
早
朝
の
薄
暗
い
中
、
畳
ん
だ
お
袈
裟
を
両
手
で
い
た
だ
き
な
が
ら
坐
禅
堂

へ
向
か
っ
て
お
り
ま
す
と
、
涼
し
い
風
が
背
筋
を
伸
ば
し
て
く
れ
ま
す
。
春

風
は
草
花
を
撫
で
、
山
の
香
り
を
運
ん
で
き
ま
す
。

　

永
平
寺
に
は
季
節
を
問
わ
ず
、
風
に
逆
ら
っ
て
も
香
る
、「
仏
の
香
り
」

が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　
「
仏
の
香
り
」と
は
、「
戒か

い
」（
仏
の
安
ら
ぎ
の
生
き
方
）を
行
ず
る
者
の
清
々

し
い
姿
の
こ
と
で
す
。

　
「
戒か

い

」
を
行
ず
る
者
は
、
習
う
べ
き
仏
の
灯
が
あ
る
の
で
、
い
つ
も
迷
う

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
雲
水
が
、
廊
下
で
通
り
す
が
り
に
履
物
を
ス
ッ
と
揃
え
る
姿
や
、
食
事
の

際
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
偈
文
を
、
手
を
合
わ
せ
一
心
に
お
唱
え
す
る
そ

の
指
先
に
、「
仏
の
香
り
」
を
観
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
永
平
寺
で
は
毎
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、「
報ほ

う

恩お
ん

授じ
ゅ
戒か

い
会え

」
を
営
み
ま
す
。

　
「
授じ

ゅ
戒か

い
会え

」と
は
、正
式
に
仏
の
子
と
な
る
式
で
す
。
十
六
条
の「
戒か

い
」（
仏

の
安
ら
ぎ
の
生
き
方
）
を
お
誓
い
し
、
自
ら
の
生
き
る
灯
と
す
る
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
も
、
道
元
禅
師
さ
ま
も
、
滅
後
に
パ
ッ
と
仏
に
な
っ
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
た
そ
の
お
姿
が
、
眼
差
し
が
、
言
葉
が
、
ま
さ
に
安
ら

か
で
あ
っ
た
か
ら
、「
仏
」
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

　
「
戒
」
を
授
か
り
、「
仏
の
香
り
」
を
身
に
ま
と
い
、
二
度
と
な
い
一
息
一

息
を
安
ら
か
に
生
活
修
行
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

報ほ
う

恩お
ん

大
授
戒
会

　
四
月
十
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
一
週
間
、
本
年
卒
寿
（
九
十
歳
）
を
迎
え

ら
れ
た
江
川
辰
三
禅
師
さ
ま
が
戒
師
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
の
、「
報
恩
大

授
戒
会
」（
お
授
戒
会
）
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
曹
洞
宗
に
は
多
く
の
法
要
や

儀
式
が
あ
り
ま
す
が
、
中
で
も
お
授
戒
会
は
僧
侶
と
檀
信
徒
が
一
体
と
な
っ

て
七
日
間
の
修
行
を
行
う
最
も
重
要
な
儀
式
で
す
。

　
「
信し

ん

火か

行ぎ
ょ
う

煙え
ん

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
教
え
（
戒
）
が
身
に
つ
け
ば

そ
れ
が
生
活
の
上
で
実
行
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
戒
を
授
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
根
本
の
教
え
を
い
た
だ
く

こ
と
で
あ
り
、
仏
の
教
え
を
自
ら
の
行
い
に
照
ら
し
合
わ
せ
実
践
し
て
い
く

こ
と
で
す
。
戒
を
授
け
る
戒
師
さ
ま
は
戒
弟
を
よ
く
導
こ
う
と
勤
め
、
僧
侶

た
ち
は
そ
の
舞
台
を
整
え
よ
う
と
努
力
い
た
し
ま
す
。

　
そ
し
て
大
勢
の
戒
弟
の
皆
さ
ま
は
礼ら

い
拝は

い
と
聞も

ん
法ぽ

う
・
坐
禅
を
行
い
一
週
間
寝

食
を
共
に
し
、
一
心
に
修
行
に
励
む
の
で
す
。
こ
の
独
特
な
雰
囲
気
は
、
お

釈
迦
さ
ま
在
世
の
こ
ろ
の
祇
園
精
舎
に
通
じ
る
尊
い
も
の
で
す
。

　
お
授
戒
会
は
ま
た
「
一
期
一
会
」
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
様
々
な
人
生
を

歩
ん
で
き
て
、
こ
れ
か
ら
も
別
々
に
生
き
て
い
く
人
々
が
總
持
寺
に
集
い
お

籠
り
を
し
て
生
活
と
修
行
を
共
に
す
る
の
で
す
。　

　
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
「
報
恩
大
授
戒
会
」
に
、
お
一
人
で
も
多
く
の

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
が
参
加
さ
れ
る
よ
う
お
勧
め
を
い
た
し
ま
す
。
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