
　
選
・
坊
城
　
俊
樹

春
泥
を
渡
る
遺
影
の
母
を
抱
き

秋
田
県
　
小
田
嶌
恭
葉

評
　「
春
泥
」
は
春
に
な
っ
て
ぬ
か
る
ん
で
き
た
泥
の
こ
と
。
作
者
は

春
が
来
た
こ
と
の
心
持
ち
と
と
も
に
そ
の
泥
を
渡
る
。
そ
し
て
母
の
美

し
い
写
真
を
抱
き
な
が
ら
、
供
に
渡
っ
て
い
る
気
持
ち
に
も
な
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

梅
ヶ
香
の
色
あ
り
と
せ
ば
絹
の
艶山

口
県
　
御
江
や
よ
ひ

評
　「
梅
」
と
い
う
季
題
は
そ
の
香
り
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
だ
が
、

そ
れ
を
色
に
喩
え
て
み
た
と
こ
ろ
が
新
鮮
。
し
か
も
絹
の
艶
の
よ
う
な

美
し
い
白
色
を
持
っ
て
き
た
。
こ
の
梅
は
白
梅
な
の
だ
ろ
う
と
想
像
す

る
の
も
楽
し
い
。

◆
食
卓
の
さ
び
し
さ
に
置
く
冬
苺 

北
海
道
　
大
野
　
節
子

◆
し
ず
か
な
る
湖
に
心
音
浮
寝
鳥 

大
阪
府
　
数
藤
　
　
茂

◆
凩
の
寺
領
の
樹
々
へ
哭
き
に
く
る 

島
根
県
　
藤
江
　
　
尭

◆
最
終
の
列
車
の
尾
灯
年
惜
し
む 

岩
手
県
　
鈴
木
　
道
昭

◆
霜
焼
け
の
指
に
噛
み
つ
く
ポ
ス
ト
か
な 

静
岡
県
　
末
光
　
愛
正

◆
燈
台
の
白
へ
寒か
ん

濤と
う

吹
き
上
が
る 

神
奈
川
県
　
小
野
沢
邦
彦

◆
風
花
の
遊
び
は
鳶
の
輪
の
中
に 

秋
田
県
　
飯
坂
　
信
夫

◆
柔
ら
か
に
千
手
ひ
ろ
げ
し
枯
﨔 

千
葉
県
　
鈴
木
　
英
子

◆
大
寒
の
素
手
へ
走
れ
る
静
電
気 

岐
阜
県
　
大
下
　
雅
子

◆
大
雪
に
お
ぼ
れ
給
ひ
し
野
の
佛 

福
井
県
　
高
島
か
づ
子

＊
選
者
吟

女
子
高
生
帰
る
ひ
と
り
の
雪
原
を

俊
　
樹

＊
作
句
小
見

　
今
年
の
雪
は
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
。
各
地
に
お
い
て
大
き
な
被

害
に
遭
わ
れ
た
こ
と
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
た
い
。
し
か
る
こ
と
な

が
ら
、
そ
の
雪
も
ま
た
季
題
な
の
で
あ
る
。
雪
と
は
怖
ろ
し
く
も
美
し

い
も
の
と
し
て
日
本
の
美
意
識
の
中
に
あ
る
。
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選
・
長
澤
　
ち
づ

雪
山
へ
猪し
し

追
ひ
に
行
く
猟
犬
が
出
陣
に
気
負
ひ
ト

ラ
ッ
ク
に
待
つ 

島
根
県
　
門
脇
　
順
子

評
　「
雪
山
」「
猟
犬
」「
出
陣
」
と
言
葉
が
緊
張
感
を
高
め
て
ゆ
く
。

ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
白
い
息
を
吐
き
、
気
負
い
立
つ
猟
犬
の
姿
が
「
待

つ
」
で
最
高
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
に
達
し
て
描
か
れ
る
力
強
い
作
品
で
あ
る
。

結
句
の
「
待
つ
」
が
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。

蓮
鉢
の
氷
の
破や

る
る
音
し
た
り
コ
ト
ン
と
朝
刊
の

入
る
と
と
も
に 

大
阪
府
　
髙
畑
　
良
圓

評
　
睡
蓮
の
花
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
鉢
に
寒
中
の
今
は
薄
氷
が
張
り
朝

刊
が
郵
便
受
け
に
入
る
音
に
促
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
氷
が
割
れ

た
と
音
の
み
を
描
写
。
冬
の
早
暁
の
引
き
締
ま
っ
た
空
気
を
伝
え
る
。

　
◆
朴
落
葉
焚
火
の
煙
匂
ひ
来
る
風
は
静
か
に
土
よ
り
も
立
つ

 

山
口
県
　
中
井
　
清
子

　
◆
小
康
を
得
て
母
正
月
を
迎
へ
た
り
今
年
は
じ
め
の
喜
び
と
せ
む

 

熊
本
県
　
島
田
　
佳
可

　
◆
旅
客
機
の
音
近
づ
き
て
去
り
て
ゆ
く
吾
の
頭
上
を
過
ぎ
し
人
ら
よ

 

岐
阜
県
　
後
藤
　
　
進

　
◆
何
と
な
く
睫ま

つ
げ

が
濡
れ
る
雨
の
日
は
経
唱
え
つ
つ
野
道
を
歩
む

 

福
島
県
　
佐
藤
　
　
忠

　
◆
早
春
の
磯
の
香
り
を
ま
と
ひ
つ
つ
間
引
か
れ
し
若
布
の
細
き
を
茹

　
　
で
あ
ぐ 

岩
手
県
　
阿
部
　
𠘑
子

　
◆
西
日
受
け
己
が
影
踏
み
雪
の
道
確
か
な
る
も
の
二
本
の
こ
の
足

 

秋
田
県
　
小
松
　
紀
子

　
◆
ぺ
た
ん
こ
に
な
り
た
る
小
さ
き
蚊
の
む
く
ろ
本
の
頁
の
隅
に「
水
」

　
　
の
字 

福
岡
県
　
三
吉
　
　
誠

　
◆
孫
描
き
し
爺
ち
ゃ
ん
と
手
を
つ
な
ぐ
絵
は
ま
だ
祭
壇
に
供
え
た
る

　
　
ま
ま 

山
口
県
　
濱
田
　
道
子

　
◆
老
い
た
れ
ば
子
に
従
え
と
友
は
言
う
一
先
ず
わ
れ
は
妻
に
従
う

 

福
島
県
　
大
槻
　
　
弘

　
◆
雪
残
る
椿
の
赤
の
う
つ
く
し
さ
蜜
吸
い
散
ら
し
し
飢
餓
の
思
い
出

 

滋
賀
県
　
三
田
　
和
子

＊
選
者
詠

花
芯
な
る
黄
の
蕊
の
み
の
あ
か
る
さ
よ
こ
の
世
の

　

も
の
か
こ
の
黒
牡
丹 

ち
　
づ

＊
作
歌
小
見

　
開
い
た
本
の
「
水
」
の
字
の
傍
に
蚊
の
骸む

く
ろが
あ
っ
た
と
機
知
に
富
む

発
見
を
し
た
三
吉
さ
ん
の
歌
、「
子
に
従
う
」
前
に
「
妻
に
従
う
」
と

詠
う
大
槻
さ
ん
の
歌
に
も
ウ
イ
ッ
ト
を
感
じ
る
。
心
に
余
裕
が
な
い
と

こ
の
よ
う
な
歌
は
生
ま
れ
な
い
。
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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

木
の
芽
峠
拝
登

　
皐
月
の
永
平
寺
は
、
活
き
活
き
と
し
た
新
緑
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
雪
の

降
る
中
を
入
門
し
て
来
た
一
年
目
の
修
行
僧
た
ち
は
、
よ
う
や
く
生
活
に
慣

れ
は
じ
め
、
山
の
緑
と
等
し
く
清
々
し
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

永
平
寺
を
お
開
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
道
元
禅
師
さ
ま
は
、
建
長
五

（
一
二
五
三
）
年
に
療
養
の
た
め
、
京
都
へ
向
か
わ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
現

在
の
福
井
県
に
あ
る
木
の
芽
峠
で
、
義ぎ

介か
い

禅
師
さ
ま
に
永
平
寺
へ
戻
る
よ
う

告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
旅
の
間
は
容
態
が
落
ち
着
い
て
い
た
も
の
の
、
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の
病

は
重
く
な
り
、
京
都
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
永
平
寺
で
は
毎
年
、
道
元
禅
師
さ
ま
の
歩
ま
れ
た
道
を
辿
る
「
木
の
芽
峠

拝
登
」
を
修
行
い
た
し
ま
す
。
私
は
、
修
行
僧
た
ち
と
共
に
山
道
を
歩
み
な

が
ら
、
道
元
禅
師
さ
ま
は
ど
ん
な
思
い
で
永
平
寺
を
後
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、
ど
ん
な
思
い
で
義
介
禅
師
さ
ま
と
お
別
れ
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
お
偲

び
し
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
木
の
芽
峠
に
は
こ
ん
な
御
詠
が
残
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

「
草
の
葉
に
首か

ど
で途
せ
る
身
の
木き

の
目
山
空
に
路
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」

　
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
、
こ
の
「
一
日
」
は
、
も
う
二
度
と
帰
っ
て
こ
な

い
有
難
い
一
日
で
す
。
ま
さ
に
毎
日
が
「
か
ど
で
」
で
あ
り
ま
す
。
出
会
い

も
別
れ
も
抱
き
し
め
て
、
ま
ご
こ
ろ
を
忘
れ
ず
に
生
活
し
た
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
南
無
高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
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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

夏げ

安あ
ん
居ご

　

た
だ
い
ま
總
持
寺
本
山
僧
堂
は
、
夏
安
居
と
い
う
修
行
の
集
中
期
間
に

入
っ
て
お
り
ま
す
。
修
行
の
集
中
期
間
は
夏
安
居
と
冬と

う
安あ

ん
居ご

の
年
二
回
行
じ

ら
れ
、
と
も
に
一
〇
〇
日
間
に
わ
た
っ
て
続
き
ま
す
。

　
安
居
は
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
に
起
源
を
発
す
る
行
事
で
、
も
と
も
と
「
雨

期
」
を
意
味
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
雨
期
に
な
り
ま
す
と
托
鉢
な
ど
で
心

な
ら
ず
も
小
さ
い
虫
な
ど
を
踏
み
殺
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
外
出
を
控
え

一
ヵ
所
（
寺
院
な
ど
の
精
舎
）
に
留
ま
っ
て
坐
禅
修
行
に
集
中
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
後
に
中
国
か
ら
日
本
へ
と
相
承
さ
れ
、
現
在
で
は
安
居
と
称
し
て
修

行
道
場
で
行
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
夏
安
居
は
四
月
か
ら
七
月
半
ば
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
間

に
あ
た
る
五
月
十
三
日
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
、「
制せ

い

中ち
ゅ
う

五ご

則そ
く

」
と
い
う
大

切
な
行
持
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
制
中
五
則
は
曹
洞
宗
の
歴
史
と
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
「
首し

ゅ

座そ

法ほ
っ

戦せ
ん

式し
き

」
で
す
。「
首
座
」
と
い
う
全
修
行
僧
の

先
頭
に
立
つ
僧
が
禅
師
さ
ま
の
命
を
受
け
て
、
大
勢
の
修
行
僧
と
禅
問
答
を

交
わ
し
ま
す
。

　
法
戦
式
で
は
、
首
座
は
自
ら
の
持
て
る
力
量
を
す
べ
て
出
し
切
り
、
他
の

修
行
僧
と
の
緊
張
感
が
漲
る
真
剣
勝
負
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

禅師さまより竹
しっ

篦
ぺい

を預かる首座

31


	禅の友5月号＿俳壇歌壇
	禅の友5月号＿ご本山だより

